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公社造林事業（田野倉地内5町歩）あなたの・そして部落の後世代に

植林で大きな財産を／

　
町
で
は
、
人
工
林
の
造
成
に
よ
り

広
く
造
林
の
普
及
を
は
か
り
、
あ
わ

せ
て
治
山
・
治
水
に
資
す
る
た
め
収

益
の
分
収
を
目
的
と
す
る
部
落
有
・

個
人
有
の
山
林
に
造
林
事
業
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
造
林
事
業
に
は
、

ω
町
が
行
う
町
行
造
林
事
業

　
　
面
積
　
約
五
町
歩
以
上

②
県
が
行
う
公
社
造
林
事
業

　
　
面
積
　
約
十
町
歩
以
上

③
国
が
行
う
公
団
造
林
事
業

　
　
面
積
　
五
町
歩
以
上
（
保
安
林

　
　
　
　
　
及
び
保
安
林
予
定
地
）

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
土
地
所
有
者

と
五
十
年
の
契
約
を
結
び
、

土
地
所
有
者
は

土
地
を
無
償
で
貸
せ
る
。

町
・
県
・
国
は
、

一
、
新
植
　
㎞
当
り
三
〇
〇
〇
本

一
、
下
刈
　
二
年
目
～
六
年
目
ま
で

一
、
倒
木
起
し
　
五
年
目
～
十
五
年

　
　
目
ま
で

一
、
施
肥
　
三
年
目
～
五
年
目
ま
で

一
、
作
業
路
の
開
設

一
、
除
伐
、
間
伐

を
行
な
い
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
一
切

の
経
費
を
負
担
す
る
。

　
そ
の
代
り
伐
採
時
に
収
益
を
土
地

所
有
者
と
分
け
る
。

　
分
収
割
合
は
、
諸
条
件
に
よ
り
異

り
ま
す
の
で
、
造
林
事
業
の
ご
相
談

と
合
せ
て
役
場
産
業
課
林
業
係
ま
で

町行造林事業（海老地内4町歩）今秋植栽お
願
い
い
た
し
ま
す
。

造
林
事
業
の
ご
用
命
は

松
代
町
造
林
組
合
へ

　
松
代
町
造
林
組
合
で
は
、
秋
植
の

造
林
の
申
込
み
を
受
付
て
お
り
ま
す
。

ぐ

測
量
、
地
ご
し
ら
え
、
植
林
ま
で
行

な
い
ま
す
。

　
造
林
事
業
に
は
、
補
助
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
申
込
み
及
び
く
わ
し
く

は
役
場
産
業
課
林
業
係
ま
で
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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本
年
度
の
転
作
の
実
施
に
つ
い
て

は
、
農
家
の
皆
様
方
の
御
協
力
に
よ

り
、
目
標
配
分
面
積
の
一
一
六
・
八

％
、
一
一
三
㎞
の
実
績
を
達
成
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
町
で
も
転
作
作
物
の
選
定
に
は
種

種
方
策
を
検
討
い
た
し
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
中
で
特
に
転
作
を
真
剣
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
町
内
の
い
く

つ
か
の
グ
ル
ー
プ
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
室
野
大
豆
生
産
組
合

　
　
　
（
代
表
佐
藤
達
行
さ
ん
）

　
茶
屋
大
豆
団
地
（
約
一
㎞
）
に
五

戸
の
農
家
が
、
栽
培
協
定
に
よ
り
作

付
け
し
て
い
ま
す
。
昨
年
は
十
ア
ー

ル
当
り
一
九
〇
㎏
平
均
で
あ
り
ま
し

た
が
今
年
は
二
一
〇
㎏
位
の
収
量
を

見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

◎
峠
大
豆
生
産
組
合

　
　
　
（
代
表
牧
田
貞
夫
さ
ん
）

　
峠
の
川
入
団

地
（
約
三
十
ア

ー
ル
）
に
三
戸

の
農
家
が
作
付

け
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
＋
ア
ー

ル
当
り
二
一
〇

㎏
の
収
量
で
し

た
が
、
今
年
も

昨
年
以
上
の
収

量
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
室
野
と
峠
の
グ
ル
ー

プ
は
大
豆
の
生
産
に
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
ま
す
が
、
生
産
物
は
検
査
を
受

け
て
政
府
へ
売
渡
す
と
価
格
が
保
証

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
安
定
し
た
作

物
と
い
え
ま
す
。

◎
ナ
ス

（
池
尻
若
井
一
男
さ
ん
ほ
か
五
名
）

　
今
年
か
ら
町
農
協
が
中
心
と
な
り

三
五
ア
ー
ル
に
作
付
け
が
始
ま
り
ま

し
た
。
苗
は
千
両
二
号
と
い
う
品
種

で
、
京
都
の
タ
キ
イ
種
苗
よ
り
購
入

し
た
接
木
苗
で
丈
夫
で
強
く
多
量
収

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
九
月
二
十
日
現
在
出
荷
の
状
況
は

約
十
四
ト
ン
で
二
二
八
万
円
の
販
売

額
と
な
っ
て
お
り
十
月
中
旬
ま
で
東

京
市
場
へ
出
荷
さ
れ
ま
す
。
十
ア
ー

ル
当
り
の
粗
生
産
額
で
最
高
八
十
万

円
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
転
作
と
し

て
最
も
有
望
視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

来
年
は
更
に
作
付
け
面
積
を
増
や
し
、

産
地
化
し
た
い
と
農
協
で
は
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。

◎
飼
料
作
物
　
　
（
莇
平
畜
産

グ
ル
ー
プ
代
表
高
橋
紀
元
さ
ん
）

　
昨
年
、
五
戸
で
共
同
畜
舎
を
建
設

し
て
三
十
頭
の
繁
殖
牛
の
飼
育
を
始

め
ま
し
た
が
、
そ
の
粗
飼
料
の
自
給

を
図
ろ
う
と
転
作
に
よ
っ
て
青
刈
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を
五
十
ア
ー
ル
ほ
ど
作

付
け
し
ま
し
た
。
今
年
は
そ
の
ほ
か

に
ハ
ト
ム
ギ
と
オ
オ
ク
サ
キ
ビ
の
青

刈
り
を
二
十
ア
ー
ル
試
作
し
ま
し
た
。

収
量
は
十
ア
ー
ル
当
り
に
す
る
と
次

の
と
お
り
で
す
．

　
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
　
　
四
、
四
〇
〇
㎏

　
ハ
ト
ム
ギ
　
　
　
三
、
七
〇
〇
㎏

　
オ
オ
ク
サ
キ
ビ
　
四
、
七
〇
〇
㎏

　
こ
の
よ
う
に
収
量
も
思
い
の
ほ
か

多
く
と
れ
た
の
で
今
後
も
頭
数
に
見

合
っ
た
作
付
面
積
の
拡
大
を
計
画
し

て
い
ま
す
。
畜
産
の
振
興
と
転
作
が

う
ま
く
結
び
つ
い
て
い
る
事
例
で
あ

り
ま
す
。

”
集
落
開
発
皿
踊

”
セ
ン
タ
ー
が
完
成
”

　
農
村
地
域
定
住
促
進
対
策
事
業
に

よ
る
多
目
的
集
会
施
設
と
し
て
こ
の

た
び
田
野
倉
と
奈
良
立
の
二
部
落
に

建
設
し
た
も
の
で
す
。
い
ず
れ
も
、

農
林
業
の
振
興
・
地
域
住
民
の
交
流

促
進
・
生
活
改
善
等
を
図
る
た
め
の

研
修
等
集
落
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
す
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

奈良立（工事中）田野倉
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今
年
の
稲
作
は
、
春
先
の
消
雪
の

遅
れ
や
六
月
ま
で
の
低
温
に
よ
り
、

昨
年
の
冷
害
に
よ
る
凶
作
の
二
の
舞

が
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

後
の
天
候
の
回
復
に
よ
り
作
況
は
持

ち
直
し
、
平
年
並
よ
り
や
や
不
良
と

見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
当
町
で
は
、
九
月
二
十
四
日
と
二

十
五
日
に
ト
ド
ロ
キ
ワ
セ
の
約
二
、

O
O
O
袋
が
早
期
米
と
し
て
初
出
荷

さ
れ
ま
し
た
。
品
質
は
あ
ま
り
良
く

な
く
上
位
等
級
八
○
％
で
あ
り
ま
し

た
。
限
度
数
量
の
完
納
を
期
す
た
め

ヤ
ミ
米
流
通
を
や
め
、
農
協
へ
の
全

量
出
荷
に
御
協
力
下
さ
い
。

ヤ
ミ
米
防
止
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
協
力
を
〃

　
食
糧
管
理
制
度
は
戦
争
行
動
た
け

な
わ
の
昭
和
十
七
年
、
国
民
の
食
糧

を
確
保
す
る
た
め
制
定
さ
れ
て
以
来

四
十
年
の
今
日
に
至
り
、
現
状
に
即

し
た
制
度
の
一
部
を
明
年
一
月
一
日

を
期
し
て
改
正
さ
れ
ま
す
が
、
制
度

の
根
幹
は
変
り
な
く
国
民
の
食
糧
需

給
操
作
に
欠
か
せ
な
い
制
度
で
す
。

　
然
る
に
こ
の
制
度
を
無
視
し
て
、

利
潤
を
追
求
す
る
目
的
と
し
て
不
正

規
流
通
米
い
わ
ゆ
る
、
ヤ
ミ
米
を
買

い
漁
る
業
者
が
横
行
し
自
由
米
と
唱

し
て
そ
の
量
は
三
〇
〇
万
ト
ン
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ
れ
ら
不

正
業
者
は
、
本
年
産
米
の
大
量
買
い

入
れ
に
動
き
は
じ
め
た
事
態
を
政
府

は
重
視
し
て
、
各
都
道
府
県
及
び
食

糧
事
務
所
に
対
し
て
、
不
正
規
米
流

通
防
止
対
策
を
指
示
し
ま
し
た
の
で
、

本
郡
に
お
き
ま
し
て
も
町
村
・
食
糧

事
務
所
・
農
協
が
構
成
す
る
「
不
正

規
米
流
通
防
止
連
絡
会
」
を
設
け
、

ヤ
ミ
米
の
動
向
を
監
視
し
、
ヤ
ミ
米

の
防
止
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
ヤ
ミ
米
は
或
る
時
期
に
、
限
ら
れ

た
量
を
高
値
で
取
引
き
が
行
な
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
ヤ
ミ
米
は
全
国
民
の

食
糧
の
生
産
と
消
費
の
調
整
機
能
を

柱
と
す
る
食
管
制
度
を
否
定
し
、
大

資
本
企
業
が
虎
視
眈
々
と
ね
ら
う
食

管
制
度
廃
止
に
加
担
す
る
自
殺
行
為

で
す
か
ら
、
制
度
を
守
る
た
め
に
も

食
糧
庁
が
指
定
し
た
業
者
、
当
町
で

は
農
協
に
全
量
を
出
荷
し
て
下
さ
い
。

ヤ
ミ
米
の
売
買
が
摘
発
さ
れ
ま
す
と
、

売
買
し
た
双
方
当
事
者
が
、
法
律
に

基
づ
い
て
処
罰
さ
れ
ま
す
。
本
県
に

於
い
て
は
、
不
正
規
米
流
通
防
止
の

た
め
警
察
当
局
に
対
し
て
も
取
締
り

の
強
化
を
要
請
し
て
お
り
ま
す
。
松

代
町
か
ら
ヤ
ミ
米
売
買
の
事
件
を
防

止
す
る
た
め
に
、
生
産
農
家
の
自
覚

と
町
民
の
厳
重
な
監
視
を
強
め
、
明

る
い
町
作
り
に
町
民
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
（
松
代
町
農
協
組
合
長
関
谷
正
好
）

謬ぞん¢

　　ですが

ー
土
地
や
建
物
を

　
売
っ
た
時
の
税
金
1

　
建
物
や
土
地
を
売
っ
た
と
き
に
は
、

売
却
代
金
か
ら
そ
の
取
得
費
と
売
る

た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を
差
引
い
た

譲
渡
所
得
に
対
し
て
税
金
が
か
か
り

ま
す
。

　
こ
の
譲
渡
所
得
は
、
売
却
し
た
土

地
や
建
物
の
購
入
時
期
の
違
い
に
よ

り
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
三
十
一

日
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
土
地
や
建

物
を
売
っ
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

と
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
以
降

に
買
っ
た
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
場

合
の
短
期
譲
渡
所
得
と
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

　
長
期
譲
渡
所
得
の
場
合
、
百
万
円

の
特
別
控
除
を
差
引
き
、
残
り
の
所

得
に
税
金
が
か
か
り
ま
す
。
短
期
譲

渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
特
別
控

除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
税
率
は
長
期
譲
渡
所
得
の
場
合
、

所
得
金
額
が
四
千
万
円
ま
で
は
二
〇

％
、
四
千
万
円
を
超
え
る
と
特
別
な

方
法
で
計
算
さ
れ
、
税
率
も
高
く
な

り
ま
す
。
短
期
譲
渡
所
得
は
、
長
期

譲
渡
所
得
よ
り
も
税
率
が
高
く
、
四

〇
％
以
上
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
建
物

と
そ
の
敷
地
を
売
っ
た
と
き
に
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り

三
千
万
円
の
特
別
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
税
務
署
・
税
務
相
談

室
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
支
給

　
十
月
期
支
給
分
児
童
手
当
を
受
給

者
の
方
々
の
そ
れ
ぞ
れ
第
四
銀
行
、

松
代
農
協
の
口
座
に
九
日
付
で
振
込

み
ま
し
た
の
で
確
認
し
て
下
さ
い
。

手
当
の
一
部
改
正
さ
れ
る

　
市
町
村
民
税
に
係
る
所
得
割
の
額

の
な
い
受
給
者
に
支
給
す
る
児
童
手

当
の
月
額
が
、
昭
和
五
十
六
年
十
月

分
以
降
算
定
基
礎
児
童
一
人
に
つ
き

六
千
五
百
円
か
ら
七
千
円
に
改
正
ざ

れ
ま
す
。

　
な
お
不
明
の
点
は
福
祉
係
ま
で
。
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「みどりの年金証書」

　をお返しします

　
今
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
新
し

い
年
金
額
記
入
の
た
め
、
八
月
分
受

給
後
お
預
り
し
て
い
た
福
祉
年
金
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の

書
（
み
ど
り
の
証
書
）
を
十
一
月
十

　
　
　
　

二
日
よ
り
お
返
し
し
ま
す
。

　
新
ら
し
く
記
入
さ
れ
た
金
額
は
、

四
ヶ
月
分
で
九
万
円
だ
っ
た
人
は
、

九
万
六
、
○
○
○
円
に
、
障
害
一
級

◎役場の窓口でお返しする地区◎

月　　日 時　間 対　象　部　落

11月12日
（前）9：00

　　～
　11：00

緩》1：00
　　～
　3：00

小屋丸・池之畑・下山・田

野倉・仙納・田代・莇平

会沢・清水・桐山・蓬平

11月13日 （前〉9：00

　　～
　11：00

㈹1：00
　　～
　3：00

東山・海老・犬伏・孟地・片

桐山・滝沢・中子・苧島

松代・小荒戸・太平・菅

刈・田沢・千年・池尻

で
十
三
万
五
、
二
〇
〇
円
だ
っ
た
人

に
つ
い
て
は
、
十
四
万
四
、
○
O
O

円
に
そ
れ
ぞ
れ
増
額
に
な
っ
て
い
ま

す
。　

ま
た
、
福
祉
年
金
は
、
そ
の
費
用

の
全
額
が
国
の
税
金
に
よ
っ
て
支
給

さ
れ
る
年
金
で
あ
る
た
め
、
限
ら
れ

た
財
源
の
中
か
ら
、
効
果
的
に
年
金

を
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
恩

給
や
厚
生
年
金
な
ど
受
け
て
い
る
人

や
、
本
人
、
扶
養
義
務
者
に
あ
る
程

度
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
福
祉
年

金
の
額
が
減
額
さ
れ
た
り
、
全
額
支

給
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
国
の
負
担
に
よ
っ
て
支
給
さ

れ
る
年
金
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
皆

さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

”
十
一
月
の
受
給
日
ま
で

　
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
〆

　
　
　
　
　
　
◎

　
　
　
　
　
　
区

　
　
　
　
　
　
地

　
　
　
　
　
　
る

◎蒲生公民館でお返しする地区◎

月　日 時　間 対　象　部　落

11月12日 ㈲9：00
　　～
　11：00

小貫・諏訪峠・寺田・名

平・蒲生・儀明

◎室野克雪管理センターでお返しす

月　日 時　間 対　象　部　落

11月12日 緩）1：00

　～
3：00

福島・奈良立・室野・竹

所・濁・峠・木和田原

※印鑑を必ずお持ち下さい。

ρ
、

、
6

一
｝

‘

つ
い
て

〈
保
健
衛
生
シ
リ
ー
ズ
〉

　
薬
局
や
薬
店
か
ら
買
う
薬
、
家
庭

へ
の
置
き
薬
、
お
医
者
さ
ん
か
ら
頂

く
薬
と
色
々
の
形
で
薬
を
使
い
ま
す
。

　
1
0
月
1
7
日
か
ら
2
3
日
ま
で
「
薬
と

健
康
の
週
間
」
で
す
。

　
正
し
い
使
い
方
で
病
気
を
早
く
な

お
す
よ
う
に
、
次
の
こ
と
に
気
を
付

け
て
下
さ
い
。

◎
病
気
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
人

は
医
師
の
は
し
ご
を
し
な
い
こ
と
が

大
切
で
す
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
ん
で

い
た
薬
が
わ
か
ら
な
く
な
る
、
薬
の

種
類
が
多
く
な
っ
た
り
重
な
り
合
っ

た
り
し
て
効
め
が
少
な
く
な
る
。
又

皆
さ
ん
の
大
事
な
保
険
税
の
無
駄
使

い
に
も
な
り
ま
す
。

◎
同
じ
よ
う
な
体
の
具
合
だ
か
ら
と
、

お
医
者
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
薬
を
人

に
や
っ
た
り
も
ら
っ
た
り
し
な
い
。

◎
の
み
薬
、
ぬ
り
薬
と
ど
ん
な
薬
で

も
医
者
に
い
わ
れ
た
時
間
や
方
法
を

必
ず
守
る
．

◎
暖
房
の
し
て
い
な
い
部
屋
、
直
射

日
光
の
当
た
ら
な
い
、
常
に
2
5
度
以

下
の
所
に
お
く
．

◎
子
供
の
絶
対
手
の
届
か
な
い
所
に

お
く
。

◎
空
き
び
ん
（
特
に
食
物
の
び
ん
）

に
入
れ
な
い
。
た
べ
も
の
の
び
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
で
誤
っ
て
の
ん
で
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。

◎
買
っ
て
き
た
薬
に
は
必
ず
買
入
年

月
日
を
記
入
す
る
。

◎
目
薬
は
半
年
以
上
た
っ
た
も
の
は

使
わ
な
い
。
雑
菌
が
入
る
か
ら
、
さ

す
時
注
意
す
る
。

◎
カ
ゼ
薬
の
シ
ロ
ッ
プ
も
半
年
以
上

た
っ
た
も
の
は
使
わ
な
い
。

◎
普
通
の
薬
は
封
を
切
ら
な
け
れ
ば

2
年
は
も
ち
ま
す
。

　
薬
用
植
物
に
つ
い
て

◇
ド
ク
ダ
ミ
…
利
尿
作
用
あ
り
、
血

圧
を
安
定
さ
せ
る
、
お
茶
が
わ
り
に

の
む
と
通
じ
を
よ
く
す
る
。

◇
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
…
整
腸
作
用
が

あ
る
の
で
下
痢
止
と
し
て
使
わ
れ
る

が
、
毎
日
使
え
ば
便
秘
予
防
と
な
る
。

ド
ク
ダ
ミ
と
ま
ぜ
て
使
用
す
れ
ば
よ

い
。◎

食
事
に
も
体
を
温
め
る
食
べ
も
の

と
、
冷
す
食
べ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

地
面
の
上
に
出
来
る
ト
マ
ト
や
ナ
ス

キ
ュ
ウ
リ
等
は
冬
た
べ
る
と
体
が
冷

え
て
き
ま
す
。
土
の
中
に
育
つ
人
じ

ん
や
い
も
類
は
体
を
温
め
ま
す
。
土

の
中
で
太
陽
の
暖
さ
を
た
く
わ
え
た

冬
の
食
品
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
一
日
毎
に
涼
し
く
な
っ

て
き
ま
す
。
色
々
な
も
の
を
く
み
合

わ
せ
て
た
べ
、
健
康
に
気
を
つ
け
ま

し
よ
・
つ
。

　
寄
生
虫
検
査
結
果

　
先
般
実
施
し
ま
し
た
結
果
は
左
記

の
通
り
で
1
0
％
を
割
る
陽
生
率
で
し

2，882人

　　　17人

O．59％

数
数
率

査
生
生

検
陽
陽

た
。
陽
生
者
に
は
役
場

か
ら
薬
を
届
け
ま
す
の

で
必
ず
の
み
、
そ
の
後

受
診
証
を
も
っ
て
お
医

者
さ
ん
へ
行
っ
て
検
査

し
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
。

　
有
卵
者
が
、
O
に
な

る
の
も
、
あ
と
一
息
で

す
。

　
自
衛
官
は
、
特
別
国
家
公
務
員
で

身
分
も
安
定
し
て
お
り
、
衣
食
住
が

完
備
し
た
職
場
で
す
。
若
い
力
を
自

衛
隊
で
発
揮
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
o
応
募
資
格

　
　
　
十
八
才
～
二
十
五
才
未
満

　
○
受
付
期
間

　
　
　
常
時
受
付

　
○
試
　
験

　
　
　
受
付
時
に
日
時
会
場
を
お
知

　
　
　
ら
せ
し
ま
す
．

※
詳
細
は
役
場
の
職
業
係
ま
で
。
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8
保
険
税
を
考
え
て
み
よ
う
…

　
保
険
税
は
高
い
と
お
考
え
で
す
か

安
い
と
お
考
え
で
す
か
。

　
め
っ
た
に
病
気
な
ど
し
た
こ
と
が

な
い
、
と
い
う
健
康
家
庭
の
方
に
と

っ
て
は
、
高
い
と
お
考
え
に
な
る
の

も
当
然
の
こ
と
で
す
し
、
ま
た
中
に

は
、
こ
の
程
度
な
ら
、
と
納
得
な
さ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
一
般
の
家
庭
に
と
っ

て
、
保
険
税
が
か
な
り
の
負
担
で
あ

る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い

ど
う
し
て
、
保
険
税
は
こ
ん
な
に
高

い
の
で
し
よ
う
。

　
そ
れ
は
、
医
療
費
が
毎
年
ふ
え
つ

つ
け
て
大
変
な
額
に
達
す
る
か
ら
で

す
。　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
制
度

で
は
、
医
療
費
の
二
五
％
は
保
険
税

で
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
国
保
で
は
、
私
た
ち
が
診
療
を
う

け
た
場
合
の
医
療
費
は
、
次
の
よ
う

な
割
合
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

葡
鴫
．
．

爪、、

o
医
療
費
の
三
〇
％
…
診
察
を
う
け

　
る
と
き
患
者
が
負
担
。
　
（
一
部
負

担
金
）

o
医
療
費
の
ほ
ぽ
四
五
％
…
国
が
負

担
。

o
医
療
費
の
ほ
ぼ
二
五
％
…
保
険
税

　　あなたの

　　負担も

ふえます！
　病気になって診療を受け

ると、窓口で払う（一部負

担金）のは、かかった費用

の三割分ですが1保険税分

も含めると全体の半分以上

もわたしたちが負担してい

るのです。下の表をみて、

もう一度、医療費について

考えてみましょう。

　
と
し
て
被
保
険
者
が
負
担
。

　
つ
ま
り
、
私
た
ち
被
保
険
者
は
、

保
険
税
と
い
う
形
で
、
医
療
費
の
二

五
％
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ヤ
た
ノ

猿
蹴
除
騨

　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
む
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
羊
担
ペ
セ

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
負
z
O

の
療
よ
　
　
　
　
　
　
の
4
＼
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
。
　
、
ま

で
一
て
　
　
　
ら
　
　
　
き
．

　
　
　
　
　
　
　
㍉

　
と
こ
ろ
で
、
医
療
費
は
こ
の
と
こ
ろ
毎

年
、
相
当
高
い
割
合
で
増
え
つ
づ
け
て
い

ま
す
。
こ
の
ふ
え
つ
づ
け
る
医
療
費
の
二

五
％
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
、
毎
年
保
険

税
を
値
上
げ
し
て
補
う
よ
り
方
法
が
あ
り

ま
せ
ん
。
今
ま
で
は
、
高
度
経
済
成
長
の

余
慶
も
あ
り
、
一
般
会
計
よ
り
の
繰
り
入

金
等
に
よ
り
、
医
療
費
の
増
大
分
を
そ
の

ま
ま
全
部
保
険
税
の
値
上
げ
に
結
び
つ
く

こ
と
の
な
い
よ
う
、
財
政
的
処
置
を
講
ず

る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
し
、
実
際
そ
う
い
う
配
慮
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
財
政
窮
乏
下
の
今
日
、

そ
う
し
た
財
政
的
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
医
療
費
が
ふ
え
れ
ば
、
そ
の
ふ
え
た
分

の
二
五
％
は
そ
の
ま
ま
、
保
険
税
と
い
う

形
で
皆
様
方
に
ご
負
担
い
た
だ
く
よ
り
方

法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
病
気
な
ど
し
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う

健
康
家
庭
の
方
々
も
、
こ
の
点
ご
理
解
を

い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
医
療
費
節
約
を
心
が
け
よ
う

　
医
療
費
節
約
と
い
う
こ
と
は
、
お
医
者

さ
ん
に
か
か
る
な
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
か
ら
だ
の
具
合
が
悪
け
れ
ば

ど
し
ど
し
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
て
下
さ

い
。
た
だ
、
そ
の
か
か
り
方
を
考
え
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
同
じ
診
療
で
も
診
察
す
る
時
に
よ
っ
て

診
療
料
金
が
違
い
ま
す
。
こ
の
表
は
時
間

内
と
時
間
外
の
比
較
初
診
料
の
再
診
料
の

表
を
、
参
考
に
し
て
、
急
病
・
緊
急
の
と

き
以
外
は
つ
と
め
て
診
療
時
間
内
に
受
診

し
、
医
療
費
の
節
約
に
ご
協
力
下
さ
い
。

国民健康保険全体の医療費支給対象者にかかる分（老人含む）□初診料（乙）

時間内
（購騨）

時間外

（欝圃
休　　日

（星糖目）

深　　夜

（隼繕～）
年
度

医療費計 受診率

1人当
り平均

1　人
当　り

医療費

高額療養費

件数
⑥

金額
⑦

対前年
度　比

対前年
度　比

件数
⑫

金額
⑱

初　　診　　料 1，200 1，800 3，000 4，800 50 29，272
　千円
266，981 5．2 1．06

　　円
46，995 1．22 461

　千円
13，669

51 29，652 307，127 5．4 1．05 56，259 1．20 503 17，986

乳幼児（6歳未満）

加算した場合
1，500 2，100 3，300 5，100 52 28，788 317，360 5．5 1．01 60，189 1．07 448 15，281

53 27，889 357，637 5．5 1．01 71，042 1．18 489 22，722

ロ再診料（乙）

54 27，316 397，752 5．7 1．02 82，528 1．16 541 23，524

55 25，641 396，073 5．8 1．02 89，022 1．08 536 29，436

時　間　内 加　　　　　　　算
2．老人医療費支給対象者にかかる分

再　　診　　料

（灘擬る療養）
　　　350
（乳幼児450）

時間外 休　　日 深　　夜

年
度

医療費計 受診率

1人当
り平均

1　人
当　り

医療費

高額療養費

500 1，500 3，600
件数
⑭

金額
⑮

対前年
度　比

対前年
度　比

件数
⑲

金額
⑳

内科再診料
　　　600
（乳幼児700）

50 5，330
　毛円
90，439

　牛
10．3 1．02

　　円
175，235 1．14 213

　毛円

5，449

500 1，500 3，600
51 5，339 112，247 10．6 1．03 223，038 1．27 251 7，841

（注）1．休日加算は次の医療機関が診療した場合に算定できる。
　　　　（ア）救急医療対策の一環として設けられている施設又は休日当番医療

　　　　　機関
　　　　（イ）当該休日を休診日とする医療機関
　　　　（ウ）当該休日を診療日とする医療機関の時問外診療
　　2．休日加算と時間外加算又は深夜加算との重複算定はできない。

52 5，433 105，713 10．5 0．99 204，603 0．92 1◎6 6，184

53 5，639 127，578 10．7 1．02 242，568 1．19 222 8，662

54 5，894 141，313 10．7 1．00 256，289 1．06 248 10，488

55 5，759 133，814 10．5 O．98 244，517 O．95 204 9，494

ロ再診料（乙）

2．老人医療費支給対象者にかかる分

注）1．休日加算は次の医療機関が診療した場合に算定できる。
　　　　　（ア）救急医療対策の一環として設けられている施設又は休日当番医療

　　　　　　機関
　　　　　（イ）当該休日を休診日とする医療機関
　　　　　（ウ）当該休日を診療日とする医療機関の時問外診療
　　2．休日加算と時間外加算又は深夜加算との重複算定はできない。
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例：（医療費1ケ月13万円と100万円の負担金）〔医療費の負担区分〕

400，000円（40％）

250，000円
　　　（25％）

負担金

保
　
　
険
　
　
税

鯉！70｛＼
験●9蔓f・物・

．　　　漁．
　　　　　　σメ
　　　　　　ロゆ　
診療費総額　患
　　　　　　　じゾ1，000，000円　　．．

凱　　．渓

鰺
瀦
．
．
恥

261，000（26％）

療養給付費国庫負担金
52，000円（40％）

130，500円（13％）

高額療養費分　　．“

墾場翰織

財政調整交付金
　　　（国庫）

6，500円

　　（5％）

〆　50，000円（5％〉

自己負担39，000円

　　　　　　（4％）

　　　　　、．．軽巡円蝪萄，

　　　　r碕．。　　　…　　　二・
　　　　ダやρ　一　　　　　　　　　・．●。
　　　　卜．　診療費総額　，，。
　　　．セ．　　　、　　　9●
　　　　埠・．　130，000円

1　し緩1
保険税轡・．
32，500円　　　・1●1　　　　自己負担金
　　（25％）　　　　　　　　39，000円＼

　＼　　　　　　　　　（30％）、

130，500円（13％）

※　1，000，000の場合
　　国保で給付する分　　961，000円（96％）

　　自己（患者〉負担分　　39，000円（4％）

※　130，000円の場合
　　国保で給付する分　　91，000円（70％）
　　自己（患者）負担分　39，000円（30％）

●
昭
和
五
十
五
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決
算
が
九
月
二
十
五
日
に
町

議
会
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
重
要
部
分
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

〔昭和55年度国民健康保険特別会計決算の状況〕

県支出金　 ム900千円
財産収入　　∠／7∫千円

繰入金／96》04千円
繰越金　∠3／6千円
諸収入　イ。2。29千円

　　計304。24千円
　　　　　　　（7％）

保険給付費

3ク謁377千円
　（89％）

　（／00％）

歳　　　出

4／7339千円4“96。2『：

、（／／％）

　国庫補助金

。23398。2千円
　　（汐6％）

　（／00％）

歳　　　入

4。2∠483千円

国民健庫保険税

9ム／。2‘6千円

（、23％ア　ノ

　
　
瓢
ち

塞
㌢
』
・

　
〆

総務費／劣969千円
保険施設費　　　6／3千円

基金積立金　　イ303千円

諸支出金。280ク’ク千円

隅
倒
劉
㎜

　
健
康
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
と
っ

て
か
け
が
え
の
な
い
宝
で
す
。
健
康

で
あ
れ
ば
家
庭
は
明
る
く
、
働
く
こ

と
は
楽
し
く
、
し
あ
わ
せ
に
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
つ
も
自
分
の

健
康
状
態
を
正
し
く
把
握
し
、
明
る

い
生
活
を
送
る
こ
と
に
心
が
け
ま
し

よ
・
つ
。

　
今
年
も
つ
ぎ
の
方
々
が
国
保
の
医

療
無
給
付
世
帯
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

近
く
記
念
品
を
贈
呈
い
た
し
皆
様
の

健
康
を
た
た
え
ま
す
。

　
（
本
年
度
の
該
当
者
）

◆
五
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯

　
高
橋
芳
松
　
小
荒
戸
　
し
ろ
え
ん

　
山
岸
長
則
　
蒲
　
生
　
治
三
郎

　
佐
藤
幸
三
　
室
　
野
　
向
　
田

◆
三
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯

　
万
羽
　
弘
　
会
　
沢
　
堂
ノ
前

◆
一
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯
　
十
八
世
帯
で
す
。

◎
報
償
要
件

一
毒
謁
総
け

　
こ
の
調
べ
は
毎
年
三
月
三
十
一
日

現
在
で
調
査
い
た
し
ま
す
。

二
、
右
期
間
内
に
国
保
税
等
の
滞
納

金
が
な
い
者
で
医
療
の
給
付
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
国
保
世
帯
に
対
し
て

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
報
償
し
ま

す
。
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亡なが
美を！

す
4

　
　
　
り
の

　
　
●
て
O

臼
，
シ
、
じ

．
，
融

　
　
　
‘

　
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、

自
分
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
、
す

べ
て
の
子
ど
も
に
関
心
を
寄
せ
、
日

常
的
に
子
ど
も
を
援
助
し
指
導
す
る

お
と
な
を
一
人
で
も
多
く
し
た
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
一
人
で
、
あ
る
い
は
地
域
ぐ
る
み

で
、
次
の
よ
う
な
実
践
活
動
を
す
す

め
ま
し
ょ
う
。

－
）

甲
。
。

ひo

　
青
少
年
の
健
全
育
成
が
叫

ば
れ
て
か
ら
既
に
久
し
い
歳

月
が
経
過
し
て
い
る
。
各
関

係
者
の
懸
命
の
努
力
に
よ
っ

て
、
徐
々
で
は
あ
る
が
、
運

動
の
前
進
が
見
ら
れ
る
こ
と

は
う
れ
し
い
事
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
喜
こ
ん
で

ば
か
り
お
ら
れ
な
い
の
が
昨

今
の
状
況
で
、
青
少
年
の
非

行
件
数
が
激
増
し
、
そ
の
内

容
が
悪
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
一
体
、
そ
の
原
因
は
何
処

　
　
、
関
係
者
一
同
、
問
題

に
な
る
と
、
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
が
、

そ
の
対
策
は
、
現
象
面
の
抑
圧
の
み

に
終
っ
て
、
問
題
の
根
元
に
ま
で
遡

ら
な
い
の
が
通
常
で
、
ま
る
で
「
臭

い
も
の
に
蓋
を
す
る
」
こ
と
で
お
茶

を
濁
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題

の
根
元
ま
で
遡
る
と
、
や
や
も
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
一

自
分
だ
け
「
い
い
子
」
に
な
り
易
い

の
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
問
題
を
あ
い

ま
い
に
し
て
、
核
心
を
避
け
て
通
る

原
因
が
あ
る
と
思
う
。
又
、
日
本
人

は
、
他
人
の
非
を
見
て
も
見
逃
し
て

や
る
の
が
、
大
人
の
度
量
で
あ
る
と

す
る
「
武
士
の
情
」
的
心
情
が
あ
る
。

自
己
の
責
に
厳
に

に
あ
る
の
か

を
原
点
に
帰
し
て
考
え
て
見
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
。
非
行
問
題
が
話
題

と
責
任
の
な
す
り
合
い
に
も
な
り
兼

ね
な
い
の
で
、
適
当
な
所
で
妥
協
す

る
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
人
は
、
問
題
が
発
生
す
る
と
、

原
因
の
究
明
に
当
っ
て
、
他
を
責
め

る
の
に
急
で
あ
っ
て
、
自
分
に
も
、

そ
の
責
の
一
端
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、

①
子
ど
も
を
あ
た
た
か
く
見
守
り
、

　
褒
め
な
が
ら
援
助
す
る
。

②
他
人
の
子
ど
も
も
愛
情
を
も
っ
て

　
叱
り
、
厳
し
く
指
導
す
る
。

③
青
少
年
の
手
本
と
な
る
よ
う
行
動

　
す
る
。

④
す
す
ん
で
、
オ
ア
シ
ス
運
動
を
す

　
す
め
る
。
　
（
オ
ハ
ヨ
ウ
・
ア
リ
ガ

　
ト
ウ
・
シ
ツ
レ
イ
し
ま
し
た
・
ス

　
ミ
マ
セ
ン
の
挨
拶
運
動
）

他
を
責
め
る
の
に
中
途
半
端
で
あ
れ

ば
、
自
分
を
責
め
る
の
も
あ
い
ま
い

に
な
り
易
い
道
理
で
、
青
少
年
の
健

全
育
成
の
叫
び
に
比
例
し
て
、
非
行

が
減
少
し
な
い
原
因
は
こ
の
辺
に
あ

り
は
し
な
い
か
と
思
う
。

　
何
も
、
他
を
責
め
る
に
も
っ
と
酷

《
青
少
年
育
成
国
民
会
議
発
行
”
青
少
年
”
よ
り
転
載
》

で
あ
れ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

健
全
育
成
関
係
者
も
、
青
少
年
自
身

も
、
更
に
は
、
そ
の
両
親
、
そ
し
て

青
少
年
を
取
り
捲
く
社
会
一
般
が
、

自
分
の
責
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
厳

で
あ
っ
た
ら
と
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

　
話
は
簡
単
で
あ
る
が
、
実
行
は
難

し
い
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
「
猫
の
首
に

鈴
を
つ
け
る
」
勇
気
を
持
っ
て
、
一

歩
で
も
二
歩
で
も
前
進
し
た
い
も
の

で
あ
る
。

（
青
少
年
育
成
福
井
県
民
会
議
会
長
）

兀ニニ／

　
先
日
バ
ス
に
乗
っ
た
時
の
事
で
あ

る
。　

そ
れ
ほ
ど
の
混
雑
も
な
く
、
春
を

思
わ
せ
る
陽
ざ
し
に
揺
ら
れ
な
が
ら

ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
た
め
に
、
次
の

停
留
所
を
知
ら
せ
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
が

流
れ
て
、
停
車
を
知
ら
せ
る
ラ
ン
プ

が
光
っ
て
も
さ
し
て
気
に
止
め
な
か

っ
た
。

　
し
か
し
、
女
の
子
が
ひ
と
り
、
揺

れ
る
バ
ス
に
抵
抗
し
な
が
ら
走
ら
ん

ば
か
り
に
運
転
席
の
方
へ
体
を
動
か

し
て
い
る
姿
に
は
、
目
を
奪
わ
れ
た
。

　
小
学
校
の
三
年
生
ぐ
ら
い
だ
ろ
う

か
、
そ
の
女
の
子
は
、
運
転
席
に
着

く
と
小
さ
く
蚊
の
泣
く
よ
う
な
声
で

こ
う
い
う
の
だ
。

　
「
す
み
ま
せ
ん
。
押
し
ま
ち
が
え

ま
し
た
．
」

　
自
分
が
降
り
な
い
所
な
の
に
、
停

車
の
ボ
タ
ン
を
押
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
だ
。
そ
の
あ
や
ま
り
方
に
は

　
女
の
子
も
女
の
子
で
そ
の
場
を
去

り
よ
う
が
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
自

分
の
席
に
も
ど
り
は
し
た
も
の
の
、

幼
な
心
に
そ
の
心
中
は
複
雑
な
も
の

が
あ
っ
た
ろ
う
。

　
”
乗
客
は
運
転
手
に
む
や
み
と
声

勇
気
へ
の
お
返
し

本
当
に
誠
意
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
だ
。

　
そ
の
運
転
手
さ
ん
は
、
何
も
答
え

な
い
。
答
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
た
だ

黙
々
と
運
転
を
続
け
る
だ
け
で
、
そ

ば
に
立
っ
て
い
る
女
の
子
の
存
在
す

ら
忘
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

を
か
け
て
は
い
け
な
い
”
ら
し
い
が
、

そ
れ
で
も
ど
う
し
て
あ
の
時
「
い
い

よ
」
と
二
言
声
だ
け
で
も
か
け
て
あ

げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小

さ
い
女
の
子
が
心
か
ら
あ
や
ま
る
と

い
う
行
動
に
移
っ
た
の
に
。

　
ど
ん
な
に
勇
気
が
い
っ
た
こ
と
か
。

乗
客
の
目
も
気
に
な
っ
た
ろ
う
し
、

ど
う
し
て
い
い
か
迷
い
も
し
た
ろ
う

に
…
…
。
そ
ん
な
自
分
に
ム
チ
打
っ

て
立
ち
上
っ
た
勇
気
へ
の
お
返
し
に

し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
冷
た
す
ぎ
る

で
は
な
い
か
．

　
ま
ち
が
え
て
す
み
ま
せ
ん
と
あ
や

ま
っ
て
（
礼
儀
）
い
な
が
ら
、
そ
れ

に
何
ら
応
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
（
不

作
法
）
こ
の
場
面
が
、
子
ど
も
と
大

人
だ
っ
た
た
め
に
、
今
も
そ
の
印
象

が
強
く
残
っ
て
い
る
。

　
ー
私
た
ち
が
み
な
で
、
小
さ
い

礼
儀
作
法
に
気
を
つ
け
た
な
ら
、
こ

の
人
生
は
も
っ
と
暮
ら
し
や
す
く
な

る
。
（
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
）
ー
　
（
K
）
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號ヒゴヒゴヒ」ヒゴヒゴヒ」ヒ」ヒ」ヒ」ヒ」ヒ＝」ヒ＝」ヒ」ヒゴヒヨヒ」ヒゴヒゴヒ」ヒ」ヒ」ヒゴヒゴ暫

1　　＿　　　　　　　　　　　　　　　旺
1　《児籍》一窓▼口豆知識一　　　旺
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡
コ　　　　　　　　　　　　シリーズ⑤旺
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匪
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旺
l　　r””鱒””“び；7；τぞ◆｝◆ぎTぢ蔦　　　江

l　l戸籍の筆頭者と戸主i　l
I　　　し蔚　ψ◆φ　φゆ帝φ“謄φ◆瀞◆　φφφ　◆か雲　　　匡

瞳戸騨藷。1，可5r｝“一φl
l　　又、昔の声圭とはどう違うのか。　　　　　　　匪

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旺
糖蘭筆頭者とは、単にその戸籍を見つけるた州

1　の見出しのようなものであって、新たに戸籍が編製匡
1された時に冒頭に載っている人のことです．　　匪
1　　一　　　　　　　　　　　…　　　　　匪
1　一の筆頭者瓶矯姻届を出す時・未の氏を称する江
1　ときは夫が、妻の氏を称するときは妻が、というよ　圧
1　うに届出の時点で決定し、その者（筆頭者となって　匡
1　、、る人）が宛亡亡そも筆壷者グ）変吏ほあうませえ　　匪

1　　　　＿　　　　　　　　　　　　　o圧
1　そして、月籍の筆頭者は実体法上の権利関係には関匡
1　係しません。　　　　　　　　　　　　　　　　匪
1　これに対して戸主とは、民法旧規定で定められた匠
1　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　匪
1家族制度の家の長で捌・地位1塚督相続によって匠
1　のみ承継されるものとされていました。戸主の権限l
l　は強大であケ）家族の統制については必要な権利が付匡
1与され・さらに家族止活の因習的慣習に喜え璽l

l　大きな支配力をもっていました・このよっに斥王はl
l　単なる戸籍の索引のためでなく、その家を代表する　圧
1家長として采配を振っていたのです．　　　圧
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匪
謁FrF司FrFrF司F司F司F＝rFrF司FヨFrF司F司F司FrFηF司F司F＝rF司F司F司晩

戸
籍
の
窓
口

謬

九
月
受
付
分

御
　
出
　
産

金
井
亮
子
交
三
男
　
母
由
紀
子

　
（
長
女
・
松
代
・
善
宗
塚
住
宅
）

小
島
真
弓

父
正
隆
　
母
一
美

（
長
女
・
犬
伏
・
が
け
）

池
田
義
宏
　
父
茂
稔
　
母
充
子

　
　
　
（
長
男
・
会
沢
・
み
き
や
）

市
川
陽
一

魁斎
木
静
代

父
佳
雄
　
母
久
子

（
長
男
・
田
沢
・
藤
助
）

お
　
悔
　
み

43
歳
　
松
代
　
さ
い
き

小
堺
ヒ
サ
　
5
7
歳
　
蓬
平
　
原
屋

若
月
千
代
治
　
7
2
歳

海
老

　
と
ざ
し
き

．
小
堺
力
子
　
8
5
歳
　
蓬
平
　
清
造

ゴミはルー・ルを

　守って出して

炊事残菜等は

　　　水切りを十分に

　
松
代
町
の
ご
み
は
、
ご
み
質
が
良

く
郡
内
第
一
位
で
、
大
島
の
ご
み
処

理
施
設
組
合
で
は
大
変
歓
迎
さ
れ
、

他
の
町
村
の
ご
み
に
わ
ざ
わ
ざ
混
ぜ

て
焼
却
炉
に
投
入
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
が
、
昨
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
ご
み
質

が
悪
く
な
り
現
在
で
は
郡
内
最
下
位

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
水
分
の
多
い

ご
み
は
ど
ん
な
焼
却
炉
で
も
燃
え
ま

せ
ん
。
燃
え
な
い
ご
み
を
燃
え
る
よ

う
に
工
夫
し
て
出
し
て
下
さ
い
。

　
台
所
の
ご
み
（
炊
事
残
菜
等
）
は

水
分
が
50
～
7
0
パ
ー
セ
ン
ト
も
含
ま

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
し

ぼ
っ
て
水
切
り
を
十
分
に
行
な
っ
て

か
ら
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
新
聞
紙
を
二
～

三
枚
ま
る
め
て
入
れ
、
そ
の
中
に
ご

み
を
入
れ
て
下
さ
い
。
ご
み
を
入
れ

る
度
に
必
ず
新
聞
紙
を
入
れ
る
こ
と

を
実
行
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
水
が

新
聞
紙
に
吸
収
さ
れ
、
水
分
を
減
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
く
あ
ん
づ
け
、
野
沢
菜
づ
け
、

つ
け
か
す
、
残
飯
等
は
絶
対
に
燃
え

ま
せ
ん
の
で
、
畑
や
山
林
の
あ
る
方

は
う
め
る
な
り
し
て
、
ご
み
と
し
て

出
さ
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
ご
み
処
理
業
務
が
円
滑
に
運
営
さ

れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
明
る
く
き
れ
い

な
生
活
環
境
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い

た
だ
き
、
少
し
で
も
明
る
く
き
れ
い

な
生
活
環
境
を
つ
く
る
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

↑
ゴ
ミ
焼
却
場
（
大
島
）
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講
…
髄
節
糧
獣
於
り

◎
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

O
　
出
稼
ぎ
先
の
健
康
保
険
に
加
入

予
定
の
方
は
住
民
票
・
扶
養
証
明
・

所
得
証
明
・
高
校
生
以
上
の
学
生
が

い
る
場
合
は
在
学
証
明
書
が
必
要
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
会
社
に

お
聞
き
に
な
っ
て
持
参
し
て
お
出
か

け
下
さ
い
。

口
「
家
の
年
寄
り
は
医
者
代
は
無
料

だ
か
ら
会
社
の
健
保
に
入
れ
な
く
て

も
い
い
一
な
ど
と
思
い
違
い
し
て
い

ま
せ
ん
か
。
健
保
で
七
割
老
人
医
療

で
三
割
給
付
さ
れ
る
か
ら
無
料
に
な

る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
出
稼
先
の
健

保
に
家
族
と
一
緒
に
加
入
し
て
い
た

だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

口
　
出
稼
ぎ
先
の
健
保
に
入
っ
た
ら

忘
れ
ず
に
松
代
町
役
場
の
国
保
係
へ

届
け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
届
出

の
際
は
印
鑑
と
松
代
町
の
保
険
証
、

会
社
の
保
険
証
を
持
参
下
さ
い
。

四
　
あ
な
た
の
家
族
が
お
医
者
さ
ん

に
か
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
一
日
も

早
く
お
医
者
さ
ん
に
会
社
の
健
保
に

変
っ
た
こ
と
を
届
出
下
さ
い
。

　
こ
の
届
出
を
忘
れ
る
と
松
代
町
の

国
保
に
医
療
費
の
請
求
が
ま
い
り
ま

す
が
、
国
保
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す

の
で
医
療
費
の
金
額
を
あ
な
た
に
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
下
さ
い
。

㈲
　
も
し
事
業
所
の
手
続
き
が
遅
れ

て
、
十
二
月
五
日
以
降
に
健
保
の
保

険
証
を
家
族
に
送
る
見
込
み
の
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
お
医
者
さ
ん
に
そ

の
旨
申
し
出
て
お
い
て
下
さ
い
。
た

だ
し
町
内
の
み
に
限
り
ま
す
。

　
そ
の
申
出
用
紙
は
役
場
の
国
保
係

に
あ
り
ま
す
。
こ
の
用
紙
に
よ
る
申

し
出
の
あ
っ
た
者
に
限
り
、
十
一
月

中
の
医
療
費
の
請
求
は
一
ケ
月
遅
ら

せ
て
十
二
月
に
請
求
し
て
い
た
だ
く

よ
う
町
内
の
医
療
機
関
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
て
あ
り
ま
す
。

◎
国
民
年
金
に
つ
い
て

　
出
稼
ぎ
で
一
番
の
ぞ
ま
れ
る
こ
と

は
「
明
る
く
出
か
け
、
元
気
に
帰
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
”
年
金
”
の
こ

と
も
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
。

　
国
民
年
金
で
大
切
な
こ
と
は
、
年

金
加
入
期
間
に
「
空
白
期
間
」
を
作

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
に
は
次
の
こ
と
を
注
意
す
れ

ば
、
あ
な
た
の
年
金
は
大
丈
夫
で
す
。

O
　
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
場
合
あ

な
た
の
厚
生
年
金
の
記
号
番
号
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
年
金
手
帳
を

忘
れ
ず
に
持
参
し
ま
し
ょ
う
．

　
会
社
に
着
い
た
ら
、
年
金
手
帳
を

労
務
担
当
者
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
な
お
今
回
初
め
て
厚
生
年
金
に
加

入
さ
れ
る
方
は
、
会
社
に
そ
の
旨
申

出
ま
す
と
、
年
金
手
帳
が
会
社
よ
り

交
付
さ
れ
ま
す
か
ら
大
切
に
保
管
下

さ
い
。
あ
な
た
の
厚
生
年
金
の
加
入

期
間
は
国
民
年
金
の
加
入
期
間
と
合

算
し
て
、
満
六
十
歳
に
な
る
と
「
通

算
年
金
」
を
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
年

金
を
請
求
す
る
際
、
今
ま
で
厚
生
年

金
に
加
入
し
た
会
社
名
と
住
所
・
加

入
年
月
日
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で

年
金
手
帳
の
記
録
欄
に
メ
モ
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

⇔
　
厚
生
年
金
に
加
入
し
た
時
に
、

そ
の
手
続
き
を
忘
れ
る
と
「
空
白
期

間
が
で
き
る
」
原
因
に
な
り
ま
す
。

　
出
稼
ぎ
先
の
厚
生
年
金
に
加
入
し

た
と
き
は
国
民
年
金
の
喪
失
届
（
赤

色
の
用
紙
）
を
、
出
稼
ぎ
か
ら
帰
っ

た
と
き
は
国
民
年
金
の
加
入
届
（
緑

色
の
用
紙
）
を
速
や
か
に
松
代
町
役

場
の
年
金
係
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
以
上
の
こ
と
を
守
れ
ば
、
あ
な
た

の
年
金
は
も
う
安
心
で
す
。

◎
出
稼
者
名
簿
の
提
出
に
つ
い
て

　
リ
ー
ダ
ー
の
方
は
一
緒
に
行
か
れ

る
グ
ル
ー
プ
の
名
簿
を
十
月
三
十
一

日
ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
提
出

さ
れ
た
名
簿
に
よ
っ
て
会
社
へ
の
紹

介
状
を
作
成
し
て
お
き
ま
す
か
ら
会

社
に
持
参
下
さ
い
。

　
な
お
自
由
業
や
縁
故
等
個
人
で
行

か
れ
る
方
も
行
き
先
を
職
業
係
に
お

知
ら
せ
下
さ
い
。

◎
出
稼
労
働
手
帳
に
つ
い
て

　
手
帳
は
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。
お

持
ち
の
方
は
家
族
欄
に
昭
和
五
十
六

年
度
の
証
明
を
役
場
職
業
係
で
受
け

て
か
ら
お
で
か
け
下
さ
い
。
お
持
ち

で
な
い
方
は
交
付
し
ま
す
か
ら
お
知

ら
せ
下
さ
い
。

　
こ
れ
は
出
稼
先
の
事
業
主
に
労
働

条
件
の
確
認
、
扶
養
親
族
の
認
定
、

賃
金
の
未
払
内
容
の
確
認
を
受
け
る

と
き
、
又
出
稼
援
護
相
談
所
を
利
用

す
る
等
に
必
要
の
も
の
で
す
。

　
第
三
十
四
回
駅
伝
大
会
が
、
二
十

六
日
、
二
十
七
日
の
二
日
間
、
二
十

四
チ
ー
ム
が
参
加
し
、
新
井
～
新
潟

間
、
二
〇
二
、
ニ
キ
ロ
を
十
六
人
で

走
る
熱
戦
を
く
り
広
げ
た
。

　
第
一
日
は
力
走
し
四
位
、
第
二
日

は
十
位
で
、
総
合
八
位
に
食
い
込
む

大
健
闘
で
あ
っ
た
。

　
出
場
選
手
は
次
の
方
々
で
す
。

・
万
羽
琢
哉
（
松
代
）

・
富
沢
博
幸
（
小
荒
戸
）

・
山
本
勇
人
（
犬
伏
）

・
佐
藤
純
一
（
千
年
）

・
石
塚
哲
二
（
松
の
山
町
）

作
晶
出
品
に
ご
協
力
を

　
来
る
十
一
月
三
日
、
松
代
小
学
校

町
総
合
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
松
代
町

文
化
祭
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　
展
示
作
品
は
次
の
と
お
り
で
す
が

各
団
体
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
方
で

出
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
町
公
民

館
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

・
生
花
展
　
・
茶
展
　
・
俳
句
展

・
絵
画
展
　
・
菊
花
展
　
・
盆
栽
展

・
書
道
展
　
・
写
真
展

・
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
　
・
木
の
根
展

・
老
人
・
婦
人
・
身
障
者
の
作
品
展

※
十
一
月
三
日
、
午
後
一
時
よ
り
、

小
学
校
で
芸
能
発
表
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
唄
あ
り
、
踊
り
あ
り
、
皆

様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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長
寿
百
歳

　
　
　
　
健
康
万
歳

相沢ミナさん

　
去
年
白
寿
の
お
祝
い
を
さ
れ
た
松

代
町
太
平
部
落
の
屋
号
「
は
じ
」
の

お
婆
ち
ゃ
ん
相
澤
ミ
ナ
さ
ん
は
明
治

十
五
年
一
月
三
十
日
生
ま
れ
で
来
年

の
誕
生
日
で
満
百
歳
と
な
る
。
去
る

九
月
十
五
日
敬
老
の
日
に
総
理
大
臣

の
祝
状
と
銀
盃
、
新
潟
県
知
事
の
祝

状
と
祝
品
の
伝
達
が
民
生
部
青
少
年

福
祉
課
長
が
知
事
代
理
で
行
な
わ
れ

た
。
ミ
ナ
さ
ん
は
松
代
の
百
五
拾
番

戸
父
樋
口
惣
太
郎
（
文
政
十
年
三
月

九
日
生
）
母
キ
タ
（
天
保
十
二
年
十

二
月
二
十
五
日
生
）
の
四
女
と
し
て

生
れ
明
治
三
十
七
年
三
月
九
日
相
澤

助
作
（
明
治
九
年
十
二
月
二
十
二
日

生
）
と
結
婚
し
四
男
参
女
を
産
み
養

育
す
る
（
現
在
三
人
健
在
）
夫
助
作

さ
ん
は
昭
和
二
十
二
年
に
死
亡
さ
れ

た
が
二
男
の
盛
俊
、
イ
セ
さ
ん
夫
婦

と
孫
夫
婦
ひ
孫
二
人
の
一
家
七
人
の

円
満
な
家
庭
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

視
力
と
聴
力
が
少
し
弱
っ
て
い
る
が

何
ん
で
も
食
べ
る
規
則
正
し
い
食
事

と
好
天
の
日
に
は
散
歩
を
楽
し
ん
で

い
る
。
新
潟
県
の
横
綱
と
な
る
の
も

夢
で
は
な
い
ミ
ナ
さ
ん
に
拍
手
を
送

っ
て
下
さ
い
。

　
な
お
松
代
町
で
は
恒
例
の
敬
老
行

事
を
次
の
よ
う
に
行
な
っ
た
。

　
長
寿
老
人
（
満
八
十
五
歳
到
達
者
）

松
代
関
谷
キ
ン
さ
ん
（
大
正
医
院
）

他
十
七
名
に
町
長
の
祝
状
と
祝
品
を
、

健
康
老
人
（
一
年
間
医
療
費
の
支
給

を
う
け
な
い
七
十
歳
以
上
）
会
沢
の

萬
羽
即
さ
ん
（
九
十
一
歳
屋
号
堂
ノ

前
）
他
六
十
一
人
に
表
彰
状
と
祝
品

を
贈
っ
た
。

　
ま
た
九
十
歳
到
達
の
長
寿
老
人
四

人
に
対
し
知
事
か
ら
祝
状
と
記
念
品

が
贈
ら
れ
た
。
松
代
柳
ト
キ
さ
ん
（
松

桶
屋
）
菅
刈
柳
ミ
ョ
さ
ん
（
鍛
治
屋

敷
）
田
澤
高
橋
リ
サ
さ
ん
（
新
宅
）

犬
伏
小
島
藤
市
郎
さ
ん
（
三
藤
屋
）
。

さ
ら
に
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
夫
婦
（
結
婚
六
十
年
）

山
岸
信
二
郎
エ
サ
ヲ
（
蒲
生
佐
太
郎
）

島
田
幾
次
郎
　
マ
サ
（
千
年
弥
　
助
）

市
川
文
次
郎
　
ヌ
イ
（
池
之
畑
橋
場
）

金
婚
夫
婦
（
結
婚
五
十
年
）

関
谷
三
太
郎
イ
ネ
（
松
代
ぜ
ん
ね
ん
）

鈴
木
由
太
郎
　
キ
ク
（
松
代
吉
五
郎
）

西
片
荘
平
　
ハ
ル
（
菅
刈
し
た
わ
き
）

高
橋
五
郎
治
　
ナ
カ
（
田
澤
新
　
舎
）

市
川
藤
作
　
ツ
ジ
　
（
田
澤
五
十
刈
）

五
十
嵐
米
蔵
　
タ
ツ
（
会
澤
田
　
中
）

茂
野
梅
太
郎
　
ミ
コ
（
清
水
も
え
ん
）

寺
崎
峯
吉
　
セ
イ
　
（
桐
山
も
へ
い
）

若
月
松
太
郎
　
タ
ミ
（
海
老
杉
　
原
）

池
田
守
男
　
ユ
イ
　
（
田
野
倉
善
八
）

中
村
忠
永
　
マ
ス
　
（
田
代
林
　
屋
）

高
橋
源
治
郎
サ
ヲ
（
莇
平
げ
ん
ぜ
ん
）

池
田
登
久
司
　
キ
ョ
（
莇
平
こ
ぶ
き
）

高
橋
竹
之
丞
　
マ
ス
（
莇
平
村
　
上
）

山
岸
福
一
郎
ユ
シ
ノ
（
蒲
生
じ
っ
て
）

山
岸
喜
三
郎
　
サ
ワ
（
蒲
生
ま
す
や
）

西
潟
正
雄
　
イ
ツ
（
福
島
え
ん
き
ょ
）

堀
川
忠
平
　
ミ
ネ
（
奈
良
立
林
ノ
脇
）

村
山
宇
一
郎
ひ
さ
ゐ

　
　
　
　
　
（
室
野
あ
っ
ち
や
ん
ど
）

米
持
健
蔵
　
ヤ
イ
　
（
室
野
三
王
下
）

牧
田
忠
左
　
サ
エ
　
（
峠
　
坂
　
口
）

以
上
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
三
組
と
金
婚
二

十
一
組
に
は
祝
状
や
知
事
の
色
紙
が

贈
ら
れ
た
。

おばあさんを囲んで、四世代勢揃い

　
「
や
さ
し
さ
を
隣
人
に
　
　
赤
い

羽
根
共
同
募
金
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

か
か
げ
て
、
昭
和
5
6
年
度
の
共
同
募

金
が
1
0
月
1
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で

実
施
さ
れ
ま
す
．

　
新
潟
県
共
同
募
金
会
東
頸
城
支
部

で
は
、
県
共
同
募
金
会
の
決
定
を
受

け
て
郡
内
町
村
別
の
目
標
額
を
定
め

ま
し
た
。

　
松
代
町
の
目
標
額
は
総
額
で
九
八

万
九
千
八
百
円
で
す
。
目
標
別
は
、

■
A
目
標

　
二
三
万
四
千
八
百
円

　
こ
の
金
額
は
県
共
同
募
金
会
に
納

入
さ
れ
、
児
童
・
老
人
・
精
薄
者
福

祉
施
設
及
び
県
単
位
社
会
福
祉
事
業

団
体
等
に
配
分
さ
れ
活
用
さ
れ
ま
す
。

O
B
目
標

　
五
〇
万
五
千
円

　
こ
の
金
額
は
県
共
同
募
金
会
へ
納

入
い
た
し
ま
す
が
、
来
年
度
町
社
会

福
祉
協
議
会
に
還
元
さ
れ
、
敬
老
・

ね
た
き
り
老
人
介
護
、
身
体
障
害
者

・
精
神
障
害
者
等
の
更
生
援
助
な
ど

町
の
福
祉
事
業
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

■
C
目
標
ー
歳
末
た
す
け
あ
い

　
二
五
万
円

　
こ
の
金
額
は
本
年
度
の
町
社
会
福

祉
協
議
会
の
事
業
費
に
組
込
ま
れ
、

在
宅
要
援
護
世
帯
の
助
成
、
老
人
・

障
害
者
等
の
施
設
入
所
者
及
び
施
設

へ
の
歳
末
慰
間
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

　
町
は
目
標
達
成
の
た
め
、
戸
別
募

金
（
嘱
託
員
〈
区
長
さ
ん
〉
を
通
じ

各
世
帯
に
封
筒
に
よ
り
お
願
い
す
る

募
金
）
、
街
頭
募
金
・
職
域
募
金
・

学
校
募
金
を
お
願
い
申
し
あ
げ
る
計

画
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ま
が

ご
計
画
実
施
さ
れ
ま
す
文
化
祭
や
ほ

か
の
行
事
で
の
バ
ザ
i
・
チ
ャ
リ
テ

ィ
バ
ザ
ー
ル
等
の
収
益
金
の
募
金
を

も
、
お
願
い
申
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
し
あ
わ
せ
に
と

あ
た
た
か
な
心
を
持
ち
よ
る

国
民
た
す
け
あ
い
の
姿

そ
れ
が
共
同
募
金
運
動
で
す
。

　
み
ん
な
で
こ
の
運
動
に
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
（
共
同
募
金
会
松
代
町
分
会
）

で
な
戯

んみ
繧
．

　
　
　
》

10月1日

～12月31日

！よ聡

期鰹
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　文
芸

藤繭
＼、f……蟹

短
　
歌

秋
さ
だ
ま
り
ぬ

　
　
　
　
西
　
潟
　
ま
さ
を

家
族
皆
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
場
へ
出
て
ゆ

け
り
一
人
の
パ
ン
を
焼
く
用
意
す
る

パ
ン
焼
器
か
た
わ
ら
へ
お
い
て
ゆ
っ

く
り
と
テ
レ
ビ
を
見
つ
つ
焼
け
る
の

を
待
つ

牛
乳
に
コ
ー
ヒ
ー
入
れ
て
お
そ
い
朝

食
一
人
で
居
る
の
も
時
に
は
た
の
し

雑
草
ぬ
き
つ
つ
残
し
て
お
い
た
秋
海

業
い
ち
め
ん
に
咲
き
秋
さ
だ
ま
り
ぬ

庭
木
の
根
も
と
、
庭
池
の
ほ
と
り
、

軒
下
に
　
秋
海
業
の
花
は
吾
家
に
似

合
う

日
記
に
も
手
紙
に
も
こ
の
頃
誤
字
多

し
秋
海
業
の
花
を
見
つ
つ
さ
び
し
む

し
ぶ
み
句
会

　
　
　
　
　
九
月
十
二
日

　
　
　
　
　
於
公
明
居

明
月
や
静
か
に
眠
る
村
百
戸

秋
祭
ゆ
え
に
早
風
呂
い
た
だ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

病
む
妻
へ
通
い
つ
づ
け
て
栗
は
実
に

け
さ
秋
や
香
り
な
つ
か
し
茗
荷
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
水

留
守
居
し
て
お
盆
燈
籠
守
り
け
り

上
族
の
進
ま
ぬ
秋
蚕
に
火
を
と
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩

庭
石
の
あ
た
り
虫
喘
く
月
明
か
り

白
萩
の
こ
ぼ
る
る
ば
か
り
寺
の
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

稲
架
を
組
む
姿
や
似
た
り
父
と
子
と

秋
雨
や
わ
び
し
き
住
い
妻
と
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶

稲
刈
れ
ば
一
家
離
村
と
言
う
話

渋
海
川
沿
い
に
早
稲
田
の
広
が
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
風

肌
寒
の
夜
道
を
駆
け
て
帰
り
着
く

は
る
ば
る
と
来
た
れ
ど
無
月
の
句
席

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

名
月
や
活
け
余
る
芒
捨
て
惜
し
み

漬
け
茄
子
の
色
し
み
つ
き
し
老
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
代

月
の
ぼ
り
尾
花
の
ゆ
れ
る
帰
り
道

母
の
忌
も
忘
れ
が
ち
な
る
農
繁
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

稲
刈
る
や
穂
の
重
け
れ
ば
手
に
痛
し

稲
架
作
る
二
丁
梯
子
や
若
夫
婦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

風
祭
三
日
月
み
え
て
宴
果
つ

迷
い
蝉
闇
に
放
つ
も
気
に
か
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
　
水

仲
秋
の
月
明
り
の
み
雲
の
足

半
袖
に
重
ね
着
を
し
て
白
露
ふ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
　
史

穂
芒
の
露
も
こ
ぼ
さ
ず
朝
の
風

蜻
蛉
の
墓
な
ら
ん
穂
芒
挿
し
あ
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
　
峰

　
蒲
生
句
会

決
断
の
つ
か
ぬ
一
些
事
秋
立
て
り

子
が
呉
れ
し
洋
酒
に
酔
え
り
夜
の
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕

　
　
　
お
も
だ
か

休
耕
田
沢
潟
白
く
水
澄
め
り

龍
胆
や
南
明
る
く
昼
の
除
鐘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄

秋
雲
の
離
れ
て
消
ゆ
る
菱
ケ
岳

山堂

秋
刀
魚
焼
く
煙
夕
暮
れ
せ
か
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
日

朝
寒
や
菜
を
摘
む
妻
の
独
り
言

天
高
し
雲
行
く
方
に
飛
行
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泥
　
水

む
さ
さ
び
の
鋭
く
喘
き
て
月
冴
ゆ
る

虫
鳴
く
や
稲
架
木
に
か
か
る
月
青
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕

銀
砂
子
見
上
げ
る
空
に
天
の
川

流
れ
星
深
坂
峠
に
消
え
行
き
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉

人橘

菓
が
夜
々
喘
く
空
襲
の
夜
よ
あ
る
な

残
る
蚊
や
夫
婦
の
話
題
す
ぐ
な
く
な

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
　
峰

　
1
0
、
n
月
分
の
免
許
更
新
日
が
左

記
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

10

月
1
6
日
㈹
　
総
合
セ
ン
タ
ー

11

月
2
0
日
㈹
　
総
合
セ
ン
タ
ー

　
1
0
月
の
更
新
日
に
は
特
例
更
新
が

出
来
ま
す
の
で
出
稼
に
行
か
れ
る
方

は
更
新
し
て
下
さ
い
。

　
n
月
の
更
新
日
に
は
交
通
不
便
に

よ
る
特
例
更
新
が
で
き
ま
す
。

◎
持
参
す
る
も
の

　
写
真
一
枚
、
免
許
証
、
収
入
証
紙

　
二
、
O
O
O
円
（
銀
行
に
て
購
入
）

　
現
金
（
普
通
以
上
一
二
七
〇
円
、

原
付
、
小
特
　
　
九
七
〇
円
）

印
鑑
（
特
例
を
さ
れ
る
方
）

◎
特
例
更
新
を
さ
れ
た
方
は
誕
生
日

が
く
る
と
一
年
と
み
な
さ
れ
、
免
許

証
の
有
効
期
間
が
三
年
未
満
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。
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停電のお知らせ

11月5日（木）

9：00～13：00

千年の一部・池尻・室野・

木和田原・竹所・濁・峠・

蒲生
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