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東
郷
申
で
交
通
テ
ス
ト

2月号昭和46年

東郷町役場
発行所
編集人

自
分
た
ち
で
自
転
車
点
検

お
と
な
も
ル
ー
ル
を
守
っ
て

　
こ
の
ほ
ど
、
東
郷
中
学
校
で
交
通
テ

ス
ト
を
行
な
い
、
全
校
生
徒
三
百
三
十

六
人
が
受
験
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
生
徒
の
交
通
ル
ー
ル
の
知

識
度
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
測
定
し
、
あ
わ
せ
て
交
通
安
全

に
対
し
て
の
意
識
を
た
か
め
よ
う
と
い

う
ね
ら
い
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
担
当
の
先
生
は
、

①
日
向
市
の
中
学
生
と
比
較
し
て
交
通

安
全
の
意
識
と
交
通
ル
：
ル
の
知
識
理

解
度
が
低
い
。
②
交
通
安
全
教
育
の
指

導
が
徹
底
し
て
い
な
い
の
で
、
小
学
校

か
ら
申
学
校
を
通
じ
て
の
交
通
安
全
教

育
の
体
系
づ
け
の
必
要
が
あ
る
な
ど
多

く
の
問
題
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
同
時
に
行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
集
計
表
を
み
る
と
四
三
軒
の
生
徒
が

い
つ
も
交
通
安
全
に
心
が
け
る
と
い
っ

て
い
る
反
面
、
一
学
期
中
に
五
十
四
人

が
登
下
校
中
に
事
故
に
あ
っ
た
り
、
事

故
を
お
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て

い
ま
す
。
自
転
車
で
日
向
市
に
行
っ
た

こ
と
の
あ
る
生
徒
が
二
九
警
あ
り
、
日

向
市
内
の
交
通
事
情
を
考
慮
し
て
の
交

通
指
導
の
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

　
「
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
酒
を
飲
ん

で
運
転
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

と
い
う
問
に
「
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
」

と
答
え
た
生
徒
が
二
・
一
響
、
　
「
時
々

あ
る
」
と
答
え
た
生
徒
が
二
〇
・
四
警
、

も
あ
っ
た
こ
と
は
、
お
と
な
の
交
通
安

全
意
識
、
姿
勢
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
生
徒
会
で
は
、
風
紀
部
に
交
通
圏

（
各
ク
ラ
ス
に
二
人
）
を
お
い
て
、
二

ヵ
月
に
一
回
自
転
車
の
点
検
を
し
て
い

ま
す
。
ブ
レ
ー
キ
、
ベ
ル
、
ラ
ィ
下
な

ど
が
不
備
な
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
生

徒
も
い
る
よ
う
で
す
が
、
と
れ
は
、
学

校
だ
け
で
解
決
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
各

家
庭
で
注
意
し
て
隔
整
備
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
学
校
で
は
、
四
十
六
年
度
は
学
年
ご

と
に
、
そ
の
発
達
過
程
に
そ
っ
た
段
階

的
な
交
通
安
全
教
育
を
月
一
回
、
一
時

間
行
な
う
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
ど
も
た
ち
は
、
交
通
安
全
に
つ
い

て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
努
力
し
て
い
ま

す
が
、
わ
た
し
た
ち
お
と
な
も
、
い
や

お
と
な
が
率
先
し
て
交
通
安
全
に
つ
と

め
7
も
う
に
い
た
し
ま
し
よ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
ど
も
た
ち
か
ら
信
頼
さ

れ
る
お
と
な
に
な
り
、
こ
の
町
か
ら
交

通
事
故
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

東
郷
中
の
自
転
車
点
検

　
　
　
　
　
　
立
春
（
四
日
）
後
、

　
早
春

　
　
　
　
　
二
月
い
っ
ぱ
い
を
だ
い

た
い
早
春
と
い
い
ま
す
。
暦
の
上
で

は
す
で
に
春
は
立
っ
て
い
る
の
に
ま

だ
寒
さ
は
去
り
ま
せ
ん
。

　
で
も
、
梅
の
つ
ぼ
み
の
ふ
く
ら
み

樹
木
の
肌
を
み
て
も
、
か
す
か
に
春

の
気
配
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

▽
十
一
日
は
「
建
国
記
念
の
日
」
。

な
ん
．
だ
か
ゴ
ロ
が
わ
る
く
、
う
っ
か

り
建
国
記
念
日
と
読
み
ち
が
え
そ
う

で
す
。
国
民
の
祝
日
で
あ
る
こ
の
建

国
記
念
の
日
は
、
層
建
国
を
し
の
び
国

を
愛
す
る
心
を
養
い
、
国
の
発
展
を

期
す
る
祝
日
で
昭
和
四
十
一
年
十
二

．
月
九
日
に
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
二
月
十
一
日
と
い
う
日
は
、
戦
前

行
な
わ
れ
て
い
た
紀
元
節
に
当
た
り

ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
の

日
が
祝
日
と
決
ま
る
ま
で
に
は
、
ず

い
ぶ
ん
と
迂
余
曲
折
を
経
て
き
た
こ

と
ば
ご
存
知
の
と
お
り
で
す
。

▽
こ
と
し
も
ま
た
カ
ゼ
の
本
格
的
流

行
期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
カ
ゼ
は

成
人
病
と
ち
が
っ
て
、
年
令
に
関
係

な
く
誰
で
も
簡
単
に
か
か
る
始
末
の

わ
る
い
病
気
で
す
。
が
、
心
掛
け
一

つ
で
予
防
も
治
療
も
で
き
る
と
い
う

利
点
も
あ
り
ま
す
。
カ
ゼ
が
流
行
し

だ
す
前
に
予
防
接
種
を
受
け
、
も
し

カ
ゼ
を
ひ
い
た
ら
ま
ず
治
療
を
。

日
の
ひ
か
り
白
け
き
た
り
て
寒

．
け
き
に
急
ぐ
冬
山
笹
鳴
り
さ
わ

ぐ
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
水

、

，
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三
年
目
に
入
っ
た
林
構
事
業

十
年
後

報
　
　
用
材
需
要
は
増
大

町　
　
　
み
な
さ
ん
は
林
業
白
書
と
い
う
言
葉

　
　
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
国
が

　
　
あ
ら
ゆ
る
機
関
の
資
料
に
基
い
て
、
毎

　
　
．
年
四
月
に
発
表
す
る
「
林
業
の
動
向
に

　
　
つ
い
て
の
報
告
」
の
別
の
呼
び
名
で
す

　
　
　
林
業
の
動
き
を
知
る
う
え
で
最
も
信

　
　
頼
の
で
き
る
報
告
で
す
。
昨
年
四
月
の

　
　
白
書
の
中
に
重
要
な
、
い
く
つ
か
の
問

　
　
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
用

　
　
材
林
経
営
に
直
接
影
響
の
あ
る
も
の
を

　
　
紹
介
し
み
な
さ
ん
の
参
考
に
供
し
た
い

　
　
と
思
い
ま
す
。
・

　
　
　
用
材
の
需
要
は
増
大
し
て
い
衷
す
が

　
　
そ
の
伸
び
率
は
や
や
鈍
っ
て
き
ま
し
た

　
　
昭
和
四
十
三
年
の
木
材
需
要
量
は
、
九

　
　
千
五
百
七
十
八
万
立
方
綴
で
、
前
年
の
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九
千
七
十
八
万
立
方
麿
に
対
し
五
・
五

響
増
え
て
い
ま
す
が
、
対
前
年
増
加
率

で
は
四
十
一
年
九
・
○
響
、
四
十
二
年

一
一
・
八
鄭
に
比
べ
る
と
低
下
し
て
い

ま
す
。　

外
材
は
増
え

　
　
　
国
産
材
滅
期

　
近
年
国
産
材
の
供
給
は
か
な
り
明
確

に
減
少
し
ま
し
た
。

　
四
十
三
年
の
用
材
供
給
量
の
う
ち
、

国
産
材
供
給
量
は
四
千
八
百
九
十
六
万

⊥－．

羡
w
で
、
前
年
よ
り
七
・
ご
響
減
少

し
て
お
り
近
年
に
な
い
低
下
を
示
し
ま

し
た
。

　
最
近
の
動
き
と
し
て
は
五
千
万
立
方

層
台
を
維
持
し
、
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
態

圭

縞匿

で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
外
材
は
年
々
増

加
を
続
け
、
木
材
需
給
上
独
自
の
地
位

を
占
め
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
四
十
三
年
前
は
前
年
よ
り
二
九
月
増

の
四
千
二
百
八
十
四
万
立
方
耕
と
な
り

用
材
総
供
給
中
に
占
め
る
割
合
は
、
四

十
年
の
二
八
・
六
警
か
ら
四
六
・
七
警

へ
と
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　
以
上
が
用
材
の
動
向
の
大
要
で
す
が

こ
の
こ
と
は
近
頃
の
建
築
様
式
の
移
り

変
り
、
木
材
価
格
の
頭
打
ち
な
ど
か
ら

み
て
も
、
誰
で
も
が
ば
く
ぜ
ん
と
は
感

じ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん

な
フ
シ
ク
レ
木
で
も
横
座
に
座
っ
て
い

て
売
れ
た
時
代
は
も
は
や
過
去
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
ん
に
ち
の
外
材
ラ
ッ
シ
ュ

の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
通
用

す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
う
ま
い
米
づ
く
り
は
農
業
だ
け
の
問

題
で
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま

し
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い

情
勢
の
中
に
あ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
ど

ん
な
手
を
打
つ
べ
き
で
し
ょ
う
か
も
も

ち
ろ
ん
、
外
材
輸
入
に
も
い
ろ
い
ろ
困

難
な
条
件
の
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
連
邦
材

の
輸
出
規
制
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
対
日
材

輸
出
漸
減
政
策
、
南
方
材
に
対
す
る
韓

国
な
ど
の
買
付
競
争
の
激
化
な
ど
で
す

が
大
勢
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い

で
し
ょ
う
。

単位：加保有形態別森林面積（東郷町）
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質
の
時
代
に
移
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
ス
ギ
、
ヒ
ノ

キ
林
の
枝
打
ち
、
間
伐
の
励
行
、
す
な

わ
ち
フ
シ
の
無
い
柱
材
の
生
産
を
目
標

と
し
た
用
材
林
経
営
が
、
外
材
と
の
競

争
に
う
ち
勝
つ
、
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思

い
ま
す
。

㊧

のびる植林地

優
黄
塵
の
生
産
を

以
上
の
こ
と
か
ら
、
用
材
も
量
か
ら

林
道
の
整
備
を

　
そ
し
て
今
一
つ
は
林
道
の
整
備
を
は

か
る
こ
と
で
す
。
木
材
価
格
が
頭
打
ち

で
あ
れ
ば
、
生
産
費
を
安
く
し
て
、
実

質
手
取
り
を
ふ
や
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん

人
手
が
足
り
な
け
れ
ば
、
車
を
山
の
上

ま
で
壱
、
つ
上
げ
て
能
率
を
あ
げ
る
ほ
か

あ
り
ま
せ
ん
。
間
伐
材
の
利
用
、
造
林

保
育
、
町
内
に
五
十
万
立
方
焼
も
残
っ

て
い
る
と
い
う
広
葉
樹
の
利
用
、
こ
の

ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
林
道
の
必
要

性
が
痛
感
さ
れ
ま
す
。
町
は
第
三
年
目

に
入
っ
た
林
業
構
造
改
善
事
業
の
中

で
、
こ
の
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む

方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
作
業
道
開
設
用
機
械
（
ト
ラ
ク
タ
ー

シ
ョ
ベ
ル
一
台
、
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
一

台
）
を
購
入
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
か

ら
で
す
。
十
年
後
町
内
の
素
材
生
産
額

は
十
億
円
を
越
え
る
は
ず
で
す
。
年
の

始
め
に
目
標
を
し
っ
か
り
定
め
て
林
業

経
営
に
取
り
組
み
た
い
も
の
で
す
。
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三
山
鮭
詩
編
帳
騎
罎
購

体
の
選
挙
と
統
一
し
て
行
な
わ
れ
る
見

艦
雛
畑
鍵
針
撫
雛
が

舗
踏
舞
に
の
糟
確
碧
耀

邸
鴎
雑
鰯
露
鍵
騨
怒

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
国
民
の
地

方
選
挙
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
と
と

も
に
選
挙
の
円
滑
な
執
行
を
期
す
る
意

味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
期
日

を
統
一
し
て
行
な
う
こ
と
が
望
ま
し
い

わ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
、
地
方

選
挙
を
統
一
し
て
行
な
う
こ
と
に
な
り

そ
の
つ
ど
「
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
」
が
昭
和
二
十
六
年

三
十
年
、
三
十
四
年
、
三
十
八
年
、
四

十
二
年
の
各
選
挙
ご
と
に
制
定
さ
れ
て

「
統
一
地
方
選
挙
」
と
し
て
実
施
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

良
識
と
勇
気
を
も
っ
て

　
こ
の
統
一
地
方
選
挙
は
、
地
域
住
民

に
最
も
密
着
し
た
地
方
政
治
を
、
さ
ら

に
向
上
、
発
展
さ
せ
る
た
め
、
き
わ
め

て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

こ
の
選
挙
が
明
る
く
正
し
く
推
進
さ
れ

て
こ
そ
、
真
の
民
主
政
治
が
確
立
さ
れ

る
わ
け
で
す
。

．
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新要領でポンプ操法

46年消防始式

　昭和46年の消防始式が1月6日午前8時から多数の

参列者を迎え町営グラウンドで行なわれました。始式

には、東郷町消防団の団長以下400人が出動し町長か

ら通常点検、小隊訓練、機械器具の点検を受けました

　それが終って、場所を森林組合下の耳川川原に移し

可搬動力ポンプによる操法大会を行ないました。こと

しは、従来のポンプ操法の要領を変更して、新しい要

領で実施しましたが、昨年末から本部のポンプ班員な

どが各部に出向き指導したり、また各部の熱心な努力

もあって結果は優秀でした。

　成績（①…1位…②…2位③…3位）

　　　　　総合①6部②1部③10部
　　　　　教練①2部②6部③1部
　　　ポンプ操法①6部②1部③7部

●

ゆ
た
か
な
生
活
さ
ん

　
あ
い
た
か
っ
た
わ
！

麗i毒

塾魯

　セ’，

　　鳴

＼

、
腎

へ／

　
わ
た
し
た
ち
の
町
に
お
い
て
も
、
過

疎
、
農
林
業
問
題
を
は
じ
め
幾
多
の
課

題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
の
下
で
、
統
一
地

方
選
挙
が
行
な
わ
れ
ま
す
の
で
、
町
民

の
み
な
さ
ん
が
確
固
た
る
自
覚
の
う
え

に
た
っ
て
、
よ
く
見
、
よ
く
知
り
、
よ

く
考
え
て
真
に
わ
た
し
た
ち
地
域
住
民

の
代
表
者
と
し
て
、
新
し
い
時
代
の
要

請
に
こ
た
え
る
立
派
な
人
を
選
ば
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
立
派
な
代
表
者
を
正
し
く
選
ぶ
こ
と

は
民
主
政
治
の
基
本
で
す
。
し
た
が
っ

．
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
が

参
政
の
意
義
を
理
解
し
、
自
分
の
意
思

を
表
明
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
民
主
政

治
の
健
全
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
民
主
政

治
の
真
の
意
味
が
十
分
に
く
み
と
ら
れ

て
い
る
と
は
言
え
ず
、
一
部
に
は
い
ま

だ
に
金
や
義
理
人
情
に
よ
っ
て
選
挙
を

行
な
っ
て
い
る
人
が
お
り
、
あ
る
い
は

参
政
の
権
利
を
放
棄
す
る
人
の
い
る
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
憂
慮
に
た
え
な
い
と

　
気
持
の
よ
い
住
宅
に
住
み
た

い
。
子
ど
も
の
す
こ
や
か
な
生

長
を
ね
が
う
こ
こ
ろ
。

こ
う
し
た
わ
た
し
た
ち
の
身
近

か
な
ね
が
い
が
み
た
さ
れ
る
た

め
に
も
、
よ
い
政
治
が
行
な
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に

し
、
明
る
い
あ
す
の
日
本
を
き

ず
く
た
め
に
は
、
き
れ
い
な
選

挙
を
通
じ
て
、
り
つ
ば
な
代
表

者
を
選
ぶ
こ
と
が
何
よ
り
も
大

切
で
す
。

こ
ろ
で
す
。

　
今
や
全
国
的
に
、
七
〇
年
代
の
自
治

を
ひ
ら
く
運
動
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
り

地
方
政
治
の
充
実
を
望
む
声
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
き
た
る

べ
き
統
一
地
方
選
挙
を
明
る
く
正
し
い

も
の
に
し
て
、
住
み
よ
い
郷
土
社
会
を

築
く
た
め
良
識
と
勇
気
を
も
っ
て
、
議

会
制
民
主
主
義
確
立
の
た
め
「
明
る
く

正
し
い
統
一
地
方
選
挙
」
を
行
な
う
よ

う
つ
と
め
た
い
も
の
で
す
。

　
家
庭
の
日
を
楽
し
く

　
毎
月
の
第
三
日
曜
日
は
「
家
庭
の
日
」

で
す
。
こ
の
日
は
、
家
族
全
員
が
顔
を

そ
ろ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
を
工
夫
実
行
し
て
、
家
族
み
、

ん
な
で
楽
し
い
一
日
を
す
ご
し
た
い
も

の
で
す
。
そ
し
て
、
お
た
が
い
の
意
思
．

疎
通
と
心
の
融
和
を
は
か
り
、
理
解
し

協
力
し
あ
っ
て
、
こ
の
日
を
き
っ
か
け

と
し
て
、
健
康
で
明
る
い
家
庭
づ
く
り

が
す
す
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。
今
月
の
家
庭
の
日
は
二
十
一
日

有
意
義
に
お
す
ご
し
く
だ
さ
い
。
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五
月
か
ら
支
給

　
年
金
の
時
代
と
い
わ
れ
る
七
〇
年
代
も
二
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
納
め
は
じ
め
て
か
ら
こ
の
四
月
で
十
年
に
な
り
ま
す
。

い
よ
い
よ
、
待
ち
に
待
っ
た
き
ょ
出
制
の
老
齢
年
金
（
十
年
年
金
）
の
支
給
が
は
じ

ま
り
ま
す
。

　
こ
の
老
齢
年
金
を
受
け
る
人
は
、
全
国
で
約
百
万
人
、
本
県
で
約
七
千
七
百
人
、

本
町
で
は
二
十
人
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

老
齢
年
金
の

　
　
　
も
ら
え
な
い
人
も

　
こ
と
し
五
月
置
ら
年
金
が
受
け
ら
れ

る
人
は
、
明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
か

こんなにちがう佃年年金

況状の付納

年金額
納滞除免付納

ら
同
年
五
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
五
月
以
降
は
生
年
月
日
の
一
ヵ
生
き

ざ
み
で
毎
月
年
金
を
受
け
る
人
が
誕
生

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
老
齢
年
金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
め

た
月
数
、
免
除
を
受
け
た
月
数
に
よ
つ

円
60，000

38，080

56，000

34，560

52，000

50，720

48，000

26，880

44，000

25，040

40，000

19，200

56，000

15，360

32，000

　　0
28，000

　　0
24，000

　　0
20，000

年
月
足

0
カ
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0

年
年
年
　
’

0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　　10年
9月11ヵ月

　　　9年
　　　§

　　　ラ

　　　乙

　　垂

　　舞

　　ぎ：

　　刻
2

1

1
ol

※

納
め
忘
れ
の
あ
る
人
は
、
六
十
五
歳
か
ら
六
十
九
歳
に
な
る
ま
で
は
、
こ

の
年
金
額
で
す
が
、
七
十
歳
か
ら
は
老
齢
福
祉
年
金
（
二
万
四
千
円
）
に

な
り
ま
す
。

て
別
表
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て

き
ま
す
。
免
除
を
受
け
て
い
る
人
、
保

険
料
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
こ
の
表

の
よ
う
に
保
険
料
を
納
め
て
い
る
人
に

比
べ
て
少
な
い
年
金
額
し
か
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
本
町
に
も
、
せ
っ
か
く
高
齢
任
意
加

入
を
し
な
が
ら
、
ま
だ
保
険
料
を
一
部

し
か
納
め
て
い
な
い
た
め
十
年
の
期
間

が
な
い
人
や
納
め
た
期
間
と
免
除
を
受

け
た
期
間
を
合
わ
せ
て
十
年
冬
な
る
人

が
お
り
、
満
額
の
年
金
は
も
ら
え
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
ま
の
う
ち
に

す
べ
て
の
保
険
料
を

　
十
年
聞
の
保
険
料
を
す
べ
℃
納
め
る

と
年
額
六
万
円
の
年
金
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
ヵ
月
で
も
滞
納
が
あ

る
と
年
額
三
万
八
千
八
十
円
と
な
り
、

し
か
も
七
十
歳
か
ら
は
、
老
齢
福
祉
年

金
の
二
万
四
千
円
に
変
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
た
っ
た
一
ヵ
月
の
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
十
年
年
金

と
し
て
の
特
別
扱
い
が
な
さ
れ
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
以
前
分

の
納
め
忘
れ
の
保
険
料
の
う
ち
、
時
効

で
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
分
に
つ
い
て
は

昭
和
四
十
七
年
六
月
末
ま
で
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
一
ヵ
月
四
百
五
十
円
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
四
十
七
年
六
月
三
十
日

ま
で
に
満
六
十
五
歳
に
な
る
人
は
、
六

十
五
歳
に
な
る
日
の
前
日
ま
で
し
か
納

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
い
ま
一
度
自
分
の
年

金
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
確
か
め
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　
く
わ
し
く
は
、
町
役
場
の
福
祉
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
を
土
台
に

　
日
本
の
農
業
は
、
農
業
経
営
者
の
若

返
り
ゃ
、
農
地
保
有
構
造
の
改
善
な
ど

に
よ
り
生
産
性
の
高
い
も
の
に
す
る
、

い
わ
ゆ
る
農
業
経
営
の
近
代
化
を
は
か

る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
ま
す
コ

　
こ
の
政
策
を
す
す
め
る
な
か
で
、
農

業
者
に
対
す
る
老
後
の
生
活
の
安
定
が
．

絶
対
に
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
農
業
者

年
金
制
度
が
発
足
し
ま
し
た
が
、
こ
の

制
度
は
国
民
年
金
を
土
台
に
し
、
そ
の

上
に
の
っ
か
っ
て
成
り
立
つ
し
く
み
を

と
っ
て
い
ま
す
。
農
業
者
年
金
は
農
協

で
取
り
扱
い
ま
す
。

被
保
険
者
に
な
る
人

　
強
制
的
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
　
．
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
で

　
三
年
以
上
の
農
業
従
事
実
績
が
あ
る
後

　
継
者
は
任
意
に
加
入
で
き
ま
す
。

　
　
被
保
険
者
の

．
　
資
格
喪
失
は

　
　
被
保
険
者
の
資
格
を
失
う
の
は
、
農

　
業
者
年
金
に
当
然
加
入
で
き
る
一
定
の

　
資
格
を
失
っ
た
と
き
の
ほ
か
、
法
で
き

　
め
ら
れ
た
条
件
に
該
当
す
る
理
由
で
、

　
将
来
農
業
経
営
を
行
な
う
見
込
み
が
な

で
、
農
地
な
ど
の
耕
作
や
養
畜
の

事
業
を
行
な
っ
て
い
る
人
で
、
所

有
ま
た
は
使
用
し
て
い
る
農
地
な

ど
の
面
積
が
五
〇
誓
以
上
で
あ
る

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
任
意
に
（
自
分
の
意
志

で
）
加
入
で
き
る
人
は
①
強
制
的

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資

格
要
件
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
経

営
規
模
が
三
〇
哲
以
上
五
〇
阿
末

満
で
、
そ
の
人
の
年
間
労
働
時
間

が
七
百
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
の

要
件
が
整
う
人
。
②
五
〇
町
以
上

の
農
地
を
所
有
ま
た
は
使
用
し
て

耕
作
な
ど
を
し
て
い
る
人
の
子
、

農業者年金の資格

些

6
翻
。
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“

い
と
き
に
は
任
意
に
制
度
か
ら
脱
退
で

き
る
こ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
被
保
険
者
の
意
志
で
、
い
つ
、

で
も
資
格
の
喪
失
が
で
き
る
の
は
、
所

有
ま
た
は
使
用
し
て
い
る
農
地
で
耕
作

養
畜
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
農
地
な
ど

の
面
積
が
五
〇
誓
に
満
た
な
い
被
保
険

者
は
、
い
つ
で
も
基
金
に
申
し
出

て
資
格
喪
失
で
き
ま
す
。

　
農
業
者
年
金
の
強
制
加
入
、
任

意
加
入
お
よ
び
資
格
喪
失
な
ど
の

要
件
は
お
よ
そ
以
上
の
と
お
り
で

す
。　

こ
こ
で
特
に
注
意
を
要
す
る
こ

と
は
強
制
加
入
、
任
意
加
入
の
い

ず
れ
も
、
「
必
ず
国
民
年
金
の
所

得
比
例
保
険
料
三
百
五
十
円
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」

被
保
険
者
が

納
め
る
保
険
料

農
業
者
年
金
の
保
険
料

　
　
　
一
ヵ
月
　
七
百
五
十
円

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料

　
　
　
一
ヵ
月
　
四
百
五
十
円

国
民
年
金
の
所
得
比
例
保
険
料

　
　
　
一
ヵ
月
三
百
五
十
円

あ
わ
せ
て
、
一
ヵ
月
に
千
五
百
五
十

円
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
（
給
付
に
つ
い
て
は
次
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
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こ
と
し
三
件
の
火
災

火
の
元
に
注
意
を

　
こ
と
し
に
な
っ
て
ま
だ
一
ヵ
月
と
い

う
の
に
東
郷
町
内
で
三
件
の
火
災
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
二
件
は

家
屋
火
災
で
負
傷
者
も
で
て
お
り
、
焼

け
だ
さ
れ
た
人
は
だ
い
へ
ん
困
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
三
件
の
火
災
は
、
い
ず
れ
も
ち

よ
っ
と
し
た
不
注
意
か
ら
の
出
火
で
す

　
日
本
の
火
災
は
、
年
間
を
通
じ
て
十

一
月
か
ら
急
に
増
え
、
一
月
、
二
月
、

三
月
を
ピ
ー
ク
に
五
月
ま
で
が
火
災
シ

ー
ズ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ

は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
も
強
い
の
で
出

火
す
る
と
大
火
に
な
り
や
す
い
の
で
す

　
最
近
、
本
町
で
発
生
し
た
火
災
を
み

る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
時
期
に

発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
今

ご
ろ
火
災
が
多
い
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　
風
が
強
く
、
空
気
が
乾
燥
し
て
い
る

と
き
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
火
の
元
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
近
年
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
家
庭

へ
の
普
及
は
め
ざ
ま
し
く
、
便
利
な
も

の
、
重
宝
な
も
の
と
し
て
家
庭
に
広
く

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

便
利
な
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
も
、
取
扱
い
を

一
歩
誤
る
と
爆
発
や
火
災
の
お
そ
れ
が

あ
り
、
危
害
を
人
に
お
よ
ぼ
す
危
険
な

も
の
な
の
で
す
。

プ
．
ロ
バ
ン
ガ
ス
取
扱
法

使
用
前
に
は

．
。
ガ
ス
器
具
は
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
用
を
用

　
い
、
配
管
、
ホ
ー
ス
は
破
損
し
た
り

　
ガ
ス
漏
れ
が
な
い
か
調
べ
、
古
い
ガ

　
ス
ホ
ー
ス
は
早
め
に
取
り
か
え
る
。

・
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
置
き
場
所
も
、
倒
れ

　
た
り
し
な
い
よ
う
柱
な
ど
に
固
定
し

　
直
射
日
光
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
、

　
お
お
い
を
つ
け
る
。

使
用
中
は

。
燃
焼
が
正
常
に
な
る
よ
う
空
気
量
の

　
調
節
を
行
な
い
、
不
完
全
燃
焼
さ
せ

　
な
い
よ
う
注
意
す
る
。

。
使
用
す
る
室
内
等
の
換
気
に
十
分
注

　
費
し
、
空
気
の
不
足
に
よ
る
不
完
全

　
燃
焼
、
人
の
窒
息
、
中
毒
を
起
こ
さ

　
な
い
よ
う
に
す
る
。

。
使
用
す
る
場
所
は
、
近
く
に
燃
え
や

　
す
い
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

使
用
後
は

。
就
寝
前
に
は
元
栓
を
必
ず
止
め
て
、

　
ガ
ス
ホ
ー
ス
が
万
一
は
ず
れ
て
も
ガ

　
ス
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
す
る
。

。
外
出
の
時
に
も
必
ず
元
栓
を
止
め
る

“
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　　　　　　書きぞめ展に人気

恒例になった小中学生の書きぞめ展が1月14日と15

日に役場講堂などであり、たくさんの参観者がつめか

けました。同時にカレンダー年賀状展もありました。

　　　　　　　豊川．の護岸工事

小野田の耳川左岸で県の44年災害復旧工事がすすめ
られております。川底に巾6．5〃3延長250〃3の十字ブロ

ックを敷き川岸に石積もつんで3月末完成の予定です。
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口

塩
月
儀
市

　
　
福
瀬
神
社

　
　
　
　
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

　
祭
神
は
日
本
武
尊
で
あ
る
。
創

建
は
不
詳
で
あ
る
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
養
老
元
年
（
＝
一
五
四
年
前
）

に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
明
治
の
頃
ま

で
は
社
宝
の
棟
札
に
養
老
元
年
の
文
字

が
見
え
た
が
現
在
は
腐
蝕
し
て
判
読
出

来
な
い
。

　
天
文
三
年
に
再
興
さ
れ
た
が
社
地
が

耳
川
に
近
い
畑
の
中
で
洪
水
ご
と
に
流

失
す
る
の
で
永
禄
三
年
（
四
一
一
年
前
）

現
在
の
地
に
遷
宮
し
た
。
そ
の
後
度
々

社
殿
は
改
築
さ
れ
た
が
、
永
禄
三
年
の

神
社
改
築
の
際
は
伊
東
義
益
（
義
祐
の

嫡
男
）
が
武
運
長
久
を
祈
願
し
て
神
殿

一
宇
を
奉
献
建
立
し
た
。
こ
の
神
殿
は

昭
和
四
年
現
在
の
神
殿
改
築
ま
で
神
殿

と
し
て
あ
っ
た
。
現
在
は
境
内
神
社
八

坂
神
社
の
神
殿
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い

る
。　

山
崩
岩
で
造
ら
れ
た
鳥
居
が
建
て
ら

れ
て
い
る
が
こ
れ
は
二
五
〇
年
前
に
建

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
境
内
神
社
の
八
坂
神
社
は
「
す
さ
の

う
の
尊
」
が
祭
神
で
初
め
は
宮
ゲ
原
に

鎮
座
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
後

久
保
畑
砥
園
山
に
遷
宮
し
た
。
大
正
四

年
福
瀬
小
学
校
地
拡
張
の
際
社
殿
を
廃

し
福
瀬
神
社
の
境
内
神
社
と
し
た
。

　
福
瀬
神
社
の
秋
祭
り
に
は
毎
年
臼
太

鼓
お
ど
り
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
臼
太

鼓
お
ど
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
伝

説
が
あ
る

　
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
地
方

の
青
年
た
ち
が
鎌
倉
に
上
り
あ
わ
よ
く

ば
武
士
に
と
り
立
て
て
も
ら
う
と
思
っ

て
、
農
村
を
捨
て
て
鎌
倉
へ
鎌
倉
へ
と

　
ジ

《
一
之
愛
覧
一
“
芝
鬼
ミ
ζ
芝
へ
之
魁
乏
覧
～
《
“
乏
“

は
せ
参
じ
た
。
こ
の
だ
め
農
村
が
非
常

に
衰
微
し
た
。

　
幕
府
は
こ
の
す
が
た
を
見
て
何
と
か

し
て
青
年
た
ち
を
農
村
に
引
き
と
め
た

い
と
考
え
、
農
村
に
「
若
衆
」
を
組
織

さ
せ
、
そ
の
娯
楽
と
し
て
臼
太
鼓
踊
り
閃

を
案
出
し
て
奨
励
し
た
。
こ
れ
が
臼
太

鼓
の
は
じ
め
で
あ
る
と
。

　
臼
太
鼓
に
は
進
軍
を
か
た
ど
っ
た
も

の
、
退
陣
を
か
た
ど
っ
た
も
の
、
凱
旋

を
か
た
ど
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
て
、

現
在
ま
で
受
け
つ
が
れ
て
秋
祭
り
に
奉

雛
灘
麹

舞
で
あ
る
。
臼
太
鼓
も
神
楽
も
貴
重
な

無
形
文
化
財
で
あ
る
。
滅
び
て
無
く
な

ら
ぬ
前
に
何
等
か
の
保
存
方
法
を
考
え

て
、
わ
れ
等
の
祖
先
が
代
々
受
け
つ
い

で
伝
え
て
来
た
貴
重
な
文
化
遺
産
を
次

代
に
伝
え
る
こ
と
は
現
代
に
生
き
る
郷

土
人
に
課
せ
ら
れ
た
務
め
で
は
な
か
ろ

う
か
。
　
　
　
　
　
（
原
文
の
ま
ま
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
診
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ロ
リ
日

引
目
H
り
［
U

ま
一
乙
＝

口
［
リ

ロ
h
H
口

所
得
税
の
確
定
申
告

二
十
六
日
役
場
で

　
梅
の
た
よ
り
も
チ
ラ
ホ
ラ
と
聞
か
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
十
六
日
か
ら
三
月
十
五
日

ま
で
の
一
ヵ
月
間
は
所
得
税
の
確
定
申

告
期
間
で
す
。

　
こ
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
昨
年

一
年
間
の
所
得
と
税
額
を
自
分
で
計
算

し
、
そ
れ
を
申
告
書
に
書
い
て
税
務
署

に
提
出
す
る
と
い
う
大
切
な
手
続
き
で

す
。
昨
年
事
業
所
得
や
、
不
動
産
所
得

譲
渡
所
得
の
あ
っ
た
人
、
給
与
所
得
者
‘

で
も
五
百
万
円
を
こ
え
る
人
、
給
与
の

ほ
か
に
五
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
っ
た

人
な
ど
は
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
申
告
書
に
は
、
住
所
、
氏
名
、
配
偶

者
や
扶
養
控
除
、
保
険
料
控
除
欄
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
》

～
鈴
三
園
だ
よ
り

は
必
ず
書
い
て
く
だ
さ
い
。
何
も
書
か

r
な
い
ま
ま
申
告
書
を
お
出
し
に
な
り
ま

す
と
、
そ
れ
だ
け
申
告
の
手
続
き
に
時

間
が
か
か
り
、
ほ
か
の
人
に
迷
惑
を
か

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
税
務
署
で
は
、
み
な
さ
ん
の
相
談
に

つ
い
て
日
時
を
予
定
し
、
そ
れ
に
合
わ
．

せ
て
す
べ
て
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
通

知
さ
れ
た
あ
な
た
の
時
間
を
ぜ
ひ
お
守

り
く
だ
さ
い
。

　
東
郷
町
に
は
、
二
月
二
十
六
日
に
延

岡
税
務
署
か
ら
係
官
が
役
場
に
来
て
納

税
相
談
を
行
な
い
ま
す
。
申
告
の
際
は

印
か
ん
、
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料

の
支
払
証
明
書
、
医
療
費
の
領
収
書
、

源
泉
徴
収
票
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

　
確
定
申
告
を
す
れ
ば
事
業
税
も
同
時

に
済
む
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
忘

れ
な
く
早
目
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ

う
。引

揚
者
特
別
交
付
金

請
求
期
限
が
迫
る

　
国
で
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日

公
布
施
行
さ
れ
た
「
引
揚
者
等
に
対
す

る
特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
い
て
、
引
揚
者
、
引
揚
者

　
梅
の
つ
竃
つ
つ
・
の
花
芽
が
春

灘
灘
饗
酬

　
年
末
、
年
始
に
は
町
社
会
福
祉
協
議

会
を
は
じ
め
、
婦
人
会
、
老
人
ク
ラ
ブ

そ
の
ほ
か
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
ご
慰
問

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
、
み
な
さ
ん
の

お
名
前
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
申
し

一 盛
鱗
鞭
　

驚
鷲
だ
ん
し
を
し
た
い
と
努
　

今
後
・
・
、
鈴
峰
園
に
み
な
・
ん
総

擁
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
‘

の
遺
族
お
よ
び
引
揚
前
死
亡
者
の
遺
族

に
特
別
交
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
特
別
交
付
金
は
、
終
戦
時
ま
た

は
特
定
時
点
の
年
齢
や
在
外
年
数
な
ど

に
応
じ
て
一
人
最
高
十
七
万
円
か
ら
二

万
円
（
遺
族
に
支
給
す
る
も
の
は
こ
の

七
〇
響
）
ま
で
の
額
を
国
債
で
支
給
し

ま
す

　
こ
の
特
別
交
付
金
を
請
求
す
る
こ
と

の
で
き
る
期
限
は
、
昭
和
四
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
日
ま
で
に
請
求
書
を
提
出
し
な
い

と
、
特
別
交
付
金
を
受
け
る
権
利
を
失

い
ま
す
。

　
締
切
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
一
日
も

早
く
町
福
祉
係
で
請
求
の
手
続
き
を
さ

れ
る
よ
う
希
望
し
ま
す
。

　
請
求
書
の
作
成
は
、
そ
ん
な
に
む
ず

か
し
い
も
の
で
は
あ
め
ま
せ
ん
。
ま
た

思
い
も
か
け
な
い
人
が
遺
族
や
相
続
人

と
し
て
権
利
が
あ
る
場
合
も
多
い
の
で

す
こ
し
で
も
関
係
の
あ
る
人
は
、
積
極

的
に
役
場
に
お
い
で
に
な
っ
て
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　
成
人
病
の
予
防

　
り
っ
ぱ
な
体
格
を
し
て
い
て
、
あ
ん

な
に
丈
夫
そ
う
な
か
た
が
…
と
、
脳
卒

申
で
た
お
れ
る
人
の
数
は
、
昭
和
三
十

三
年
以
来
、
わ
が
国
の
死
亡
順
位
で
第

一
位
で
す
。
成
人
病
と
い
う
の
は
、
脳

卒
中
の
ほ
か
に
ガ
ン
や
心
臓
病
を
指
し

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
病
気
が
と
く
に
壮

年
期
の
方
が
た
に
多
い
の
で
成
人
病
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
一
日
か
ら
七
日
ま
で
を
「
成
人
病
予

防
週
間
」
と
し
て
．
い
る
の
は
、
ち
ょ
う

ど
こ
の
時
期
が
冬
の
寒
さ
の
一
番
き
び

し
い
さ
か
り
な
の
で
、
成
人
病
の
う
ち

で
も
、
と
く
に
脳
卒
中
が
多
発
す
る
お

そ
れ
が
多
い
こ
と
か
ら
決
め
ら
れ
ま
し

た
。　

脳
卒
中
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
い
う

今
月
の
税
金

固
定
資
産
税
　
第
四
期

　
　
　
納
期
　
二
月
二
十
八
日

と
脳
の
急
性
の
血
液
循
環
障
害
に
よ
っ

て
意
識
が
侵
さ
れ
た
り
、
運
動
や
知
覚

の
マ
ヒ
が
起
こ
る
こ
と
で
、
そ
の
結
果

そ
の
血
管
に
よ
っ
て
栄
養
を
う
け
て
い

る
脳
の
組
織
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
す

脳
卒
中
の
前
駆
症
状
と
し
て
、
め
ま
い

頭
痛
、
口
の
も
つ
れ
、
手
足
の
し
び
れ

な
ど
が
起
こ
っ
た
ら
、
た
と
え
軽
く
て

も
脳
卒
中
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

安
静
に
し
て
医
師
に
診
て
も
ら
う
こ
と

に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
春
一
番
－
立
春

・
、
年

　
　
　
　
　
筆
の
あ
と
、
日
本
海
に

　
　
　
　
　
　
　
発
達
し
た
低
気
圧
が

　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ
れ
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
低
気
圧
め
が
け
て
、

本
州
を
中
心
に
吹
走
す
る
強
い
南
風
の

こ
と
で
、
季
節
は
ず
れ
の
バ
カ
陽
気
を

も
た
ら
し
ま
す
。
こ
れ
を
、
春
を
呼
ぶ

低
気
圧
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。
・

　
こ
の
南
風
が
強
い
と
き
に
は
、
大
火

を
ひ
き
お
こ
し
ゃ
す
い
気
象
状
態
に
な

り
ま
す
。
家
庭
で
は
も
ち
ろ
ん
、
植
林

の
地
ご
し
ら
え
、
薪
切
り
な
ど
山
で
火

を
使
う
機
会
も
多
い
時
期
で
す
。

し
っ
か
り
火
の
用
心
を
し
ま
し
よ
う
。

欝
辮
鐡
跡

　
　
　
＋
二
月
届
出
分

出
生
．

赤
ち
ゃ
ん
－
の
創
1

お
め
で
と
う

父
の
名
「
部
落

谷山岩黒矢中矢高

口本旨木野野野尾

公ゆ浩三彩　弘昭
　か
還り幸一也誠樹彦

将　武慶末繁　昭
　直　　　　博
成　久司廣司　一
所上迫寺坪鶴〃福
　下野　　野
瀬川内迫谷奥　瀬

結
婚
お
め
で
と
う

一
皮
！
　
名
、
部
．
落

長橋

池口

美
保
子益

馬高

原原

洋常

子光

岬
榊
脳
撲

．
死
亡
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

　
氏
名
一
年
令
一
部
落

小川長藤金田序章白寺

林越界層子中原野川原

ヤシナ喜三寸熊ヨ太実
　　ミ
スゲ子平江郎吉シ作善

五七五八六二八九八六
二七七一四六二五五六
羽仲　福鶴小鶴越鶴坪
　　〃　野三野　野
坂深　山内田内表内谷

田
　
野

西
郷
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人口46年1月旧現在

　　（　　）は二藍月比

　男　3．507人
遅　　　（＋3）
　女　3．808人
　　　　（一2）
総　数　7．315人

　　　　（＋1）
世帯数　1．768世帯

　　　　（一7）
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