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　新年明けましておめでとうございます。皆様におかれま

しては、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお喜

び申し上げます。

　国内景気は「いざなぎ景気」を超えたとして拡大基調を

続けておりますが、地方にとっては実感がなく少子高齢社

会が進む中、地方自治体を取り巻く現状は依然として厳し

い状況にあります。本町では町民の皆様が幸せと満足感が

実感できる豊かで住みよいまちの実現に向け、ともに協力

して行政運営を行うとした「協働のまちづくり条例」に基

づき「自立するまちづくり」を展開しております。

　今般、平成19年度から３カ年間の白鷹町振興実施計画を

策定しました。この計画は、さらに効果的な行政運営を目

的とし、「活力を生む魅力ある仕事」「人生を豊かにする学び」

「快適で安心できる暮らし」「特色ある交流を促す遊び」を

主な柱として推進していくものであります。

　主な取り組みとしましては、農地・水・環境保全向上対

策事業などの導入による集落営農や、地域営農システムの

構築をはじめ、企業立地、商業活性化の促進対策、観光交

流推進事業などの実施のほか、教育環境の整備や特色ある

学校づくりへ対応するとともに、荒砥高等学校の存続に向

けて中学校等関係機関との連携を図り魅力ある高校づくり

を支援してまいります。また、町民の芸術・文化活動につ

いては、参加気運の醸成を図り、平成21年度に開館を予定

している（仮称）白鷹町文化交流センターと他の施設との

連携による、芸術文化・地域文化の発信と交流を通じて創

造活動の芽を育ててまいります。さらに、顔の見える安心

の地域づくりを推進し、高齢者自立支援・子育て支援対策

による白鷹セーフティネットの構築に努めてまいります。

　美しいまち並みや歴史的な雰囲気などの快適な環境、東

西の山並みと中央を流れる最上川が織りなす落ち着いたま

ち並みの中で生活が営まれる情景は、自然と人との共生、

自然への敬い、時代を発展させる巧みな知恵の伝承が息づ

いているものであります。本町の美しい景観とそれに内在

する悠久の歴史・文化は誇れるものであり、景観文化とし

て地域に誇りと愛着のもてるまちづくりに取り組んできて

いるところであります。

　白鷹町の将来像「人・自然　ともにきらめき、心豊かな

美しい郷
さと

」の実現に向け、これまで進めてきたまちづくり

を布石に、町民の皆様とともに、持続的に発展するまちづ

くりになお一層の努力を傾注してまいる所存でありますの

で、今後とも格別なるご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

　結びに、皆様方にとりまして実り多き年でありますこと

をご祈念し、新春のご挨拶とさせていただきます。

白鷹町長　橋　本　光　記　

年頭のごあいさつ



　　 広報しらたか　2007.1.12●3

　新春を迎え謹んで新年のご挨拶を申し上げます。森羅万

象、時代を経ても変わらざる四方の大自然の雄大さ、人の

世の刹那に生かされながら、我がふる里のありがたさに感

謝しつつ、一年の安寧と繁栄を祈らずにはおれません。

　京都・清水寺の恒例行事では、昨年を表す一文字として

「命」が選ばれました。児童虐待や社会秩序の乱れなど、

我が耳を疑う事件が相次ぎました。歪んだ世の中の落とし

穴だと片付けたいところですが、むしろ昭和20、30年代、

豊かさや、ゆとり等と考える隙もなく、貧困の格差など当

然の如く思え、家畜と共に暮らすような環境で、社会全体

が生きるために精一杯だった頃が懐かしく思い出されます。

　さて、省みますと、昨年は鮎貝地区の四季の郷に併設さ

れる「文化交流センター構想」がスタートいたしました。

長年の懸案となっている「荒砥橋架橋」の促進や地域づく

りのバランスを考える時、町全体に一体感を持たせる施策

を推進することは今後の町発展に欠かすことはできません。

また、年の瀬にはヤナ公園に物産交流施設が年中無休でオ

ープンいたしました。この施設だけで年間20万人以上の誘

客が見込まれ、道の駅機能も兼ね備えることになります。

名実ともに清流最上川に育まれた町のシンボルとして、さ

らには広域観光の拠点として完成いたしました。また、県

内唯一のキャリア教育指定町として３カ年の取り組みの最

終年度となりました。「郷土を愛し、志し高く、誇り薫る白

鷹人」を目標に掲げ、その実績は小中高の各学校で自発的

な取り組みがあり、地域協力を頂きながら、その成果は高

く評価されるものでした。また、身近には本町の十王出身

であります荒川詔四氏が世界的企業であるブリヂストン社

の代表取締役社長に就任されましたことは、町民にとりま

しても大きな励みになりました。

　地方自立と変革の時代も新たな局面を迎えています。中

央から地方へ、官から民へと地方分権の流れはますます加

速するものと思います。政治とはプライドと責任を持つと

ころに意義と良識があり、厳しさがあると思います。そし

て、地方の在り方を問われる大きな分水嶺に臨み、誤りな

き大局観を以って時代認識を新たにすることが肝要である

と思います。百年の大計の礎に雄々しく若鷹たちは希望の

空を目指し、志高く、飽くなき夢とロマンを求めて力強く

羽ばたいて欲しいと思います。

　議会は今後共、町政発展のため、町民の皆様のお声に耳

を傾けながら課題解決に取り組んで参ります。倍旧のご指

導とご叱声を宜しくお願い申し上げます。

　町民の皆々様にとりましてこの一年が輝かしい年となり

ますよう、ご多幸とご健勝を心からお祈りし年頭のご挨拶

といたします。

白鷹町議会議長　後　藤　吉　蔵　

年頭のごあいさつ
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ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
最
初
に
町
長
さ
ん
か
ら
、
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

町
長　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
本
日
は
、
多
方
面
で
ご
活
躍
の
皆
さ
ま

と
新
年
早
々
か
ら
景
観
文
化
に
つ
い
て
語
る
機

会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
穏
や
か
な
新
春
の
中
で
、
こ
れ

が
２
０
０
７
年
の
始
ま
り
か
な
と
、
白
鷹
の
山

々
を
眺
め
な
が
ら
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
白
鷹
町
の
第
４
次
総
合
計
画
の
中
に

「
人
・
自
然
と
も
に
き
ら
め
き
、
心
豊
か
な
美

し
い
郷
」
を
本
町
の
将
来
像
と
し
て
掲
げ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
10
年
間
の
町
の
目
標
と
し
て
、

「
自
然
・
文
化
を
生
か
し
地
域
が
輝
く
町
」
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
両
方

と
も
ご
く
自
然
の
形
の
目
標
で
す
が
、
今
の
日

本
の
中
で
の
白
鷹
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
在
り
方

と
し
て
、
今
後
の
21
世
紀
を
想
定
す
れ
ば
、
最

も
適
切
な
形
で
目
標
が
定
め
ら
れ
て
き
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の
当
然
の
主
人
公
と

な
る
人
と
、
そ
れ
を
覆
い
包
む
自
然
、
そ
れ
が

お
互
い
に
き
ら
め
い
て
、
心
が
豊
か
に
な
り
、

美
し
い
郷
づ
く
り
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の

際
に
10
年
間
の
目
標
と
し
て
は
、
さ
ら
に
文
化

を
生
か
し
て
、
地
域
が
輝
い
て
い
く
町
へ
と
、

町
民
の
か
た
が
た
と
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り
に
励

ん
で
い
き
た
い
と
気
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で

す
。

　

景
観
と
は
、
人
の
力
を
超
え
た
自
然
の
法
則

と
自
然
の
存
在
、
人
び
と
の
思
想
と
努
力
、
そ

し
て
具
体
的
に
創
り
出
さ
れ
る
文
化
、
こ
れ
ら

の
一
体
感
の
中
か
ら
つ
く
り
あ
が
っ
て
い
く
も

新春座談会

次代につなぐ景観文化

丸
川　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
わ
た
し
は
、
本
日
、
司
会
を
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
丸
川
惠
子
で
す
。
わ
が
白
鷹

町
は
、
西
に
朝
日
連
峰
、
東
に
白
鷹
山
、
中
央

に
は
最
上
川
と
い
う
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
か

や
ぶ
き
民
家
や
田
園
な
ど
の
農
村
風
景
、
歴
史

的
な
ま
ち
並
み
な
ど
の
す
ば
ら
し
い
景
観
を
有

し
て
い
る
町
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
自
然

と
の
か
か
わ
り
で
、
数
々
の
文
化
が
生
ま
れ
、

こ
れ
ま
で
守
り
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
町
長
さ
ん
が
、
広
報
し
ら

た
か
８
月
号
の
「
景
観
文
化
」
と
い
う
随
想
に

書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
然
と
文
化
の
か
か
わ

り
の
中
で
、
す
ば
ら
し
い
風
土
が
つ
く
ら
れ
、

人
情
味
あ
ふ
れ
る
人
び
と
が
住
み
、
地
域
づ
く

り
に
努
力
し
て
い
る
か
た
が
た
が
た
く
さ
ん
お

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
て
、
農
村
ア

メ
ニ
テ
ィ
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
最
優
秀
賞
に

選
ば
れ
た
と
い
う
実
績
も
あ
り
、
他
に
誇
れ
る

町
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
社
会
の
流
れ
、
時
代
の
移
り
変

わ
り
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
景
観
文
化
を
育
て
て

い
く
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
継
承
、
発
展
さ
せ

て
い
く
に
は
、
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
か
を
、

町
民
一
人
ひ
と
り
が
考
え
て
い
く
時
期
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、

本
日
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
ご
活
躍
な
さ
っ
て

い
る
皆
さ
ま
に
「
次
代
に
つ
な
ぐ
景
観
文
化
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
個
人
や
地
域
が
手
を
取
り

合
い
、
高
め
合
い
な
が
ら
、
一
層
景
観
文
化
を

守
り
育
て
て
い
く
に
は
、
そ
し
て
地
域
が
生
き

生
き
と
発
展
す
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
っ

た
ら
よ
い
か
を
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

　少子高齢化・国際化の時代、多様な価値観がある社会において、地域が活性化するには、そこ

にいる人びとが誇りと愛着の持てる地域づくりが求められ、他との交流を幅広く行っていくこと

が求められます。

　自然と人との共生、知恵の伝承により、美しい景観が維持され、個性的な歴史と文化が生まれ

育てられてきました。

　個人や地域が手を取り合い、景観文化を守り育てていくため、そして地域がいきいきと発展し

ていくために、新春座談会を開催します。
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地
域
に
生
き
る

小
松　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
わ
た
し
の
家
は
代
々
紬
を
織
っ
て
い
る

機
屋
な
の
で
す
が
、
当
初
は
染
物
業
で
あ
っ
た

ら
し
い
で
す
。
地
域
の
人
か
ら
は
「
染
屋
」
と

い
う
呼
び
名
で
通
っ
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
白

鷹
町
は
養
蚕
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
、
養
蚕
農
家

の
人
が
、
く
ず
繭
で
夏
場
に
絹
糸
を
取
り
、
冬

場
に
そ
れ
を
原
料
と
し
て
織
り
あ
げ
る
紬
だ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
業
に
携
わ
っ
て
、

も
う
１
０
０
年
以
上
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
今

も
わ
た
し
の
仕
事
と
し
て
が
ん
ば
っ
て
お
り
ま

す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
息
子
夫
婦
も
８
年
ほ
ど

前
に
家
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
後
継
者
と
し
て

家
業
を
継
い
で
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
な
か
な
か
現
場
は
厳
し
い
よ

う
で
す
。
紬
の
織
物
は
、
日
本
の
民
族
衣
装
と

い
わ
れ
る
着
物
で
す
。
町
長
さ
ん
か
ら
お
話
が

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
文
化
を
大
事
に
し
、
こ

れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
、
人
の
心
を
高

め
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
と
の
想

い
を
お
聞
き
し
て
、
喜
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
仕
事
は
、
自
然
と
人
と
の
共
生

か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
自
然
が
な
け
れ
ば
物

も
つ
く
れ
な
い
と
い
う
仕
事
で
す
。
し
か
し
、

昔
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
技
を
伝
え
る
だ
け
で
は

良
い
も
の
が
つ
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
は
、
伝
統
の
技
と
物
を
つ
く
る
人
の
感
性
が

な
け
れ
ば
、
今
の
社
会
が
求
め
て
い
る
新
し
い

物
へ
の
対
応
が
で
き
な
い
の
で
す
。
伝
統
に
だ

け
し
が
み
つ
い
て
物
を
つ
く
っ
て
い
る
と
、
ど

う
し
て
も
遅
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
克
服
す
る

に
は
、
つ
く
り
手
の
も
の
づ
く
り
の
感
性
を
高

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
紬
は
、
完
成
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
生

地
の
中
へ
さ
ら
に
、
自
然
界
か
ら
の
色
を
取
り

入
れ
る
と
か
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
人
に
好

ん
で
も
ら
っ
て
、
お
客
さ
ま
が
欲
し
い
と
思
う

色
や
柄
を
つ
く
っ
て
い
か
な
い
と
買
っ
て
も
ら

え
な
い
と
思
い
ま
す
。
伝
統
文
化
を
守
り
な
が

ら
、
新
し
い
物
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
の
は

大
変
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
日
ご
ろ
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
も
の
づ
く
り
を
が
ん

ば
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

樋
口
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

樋
口　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
株
式
会
社
ウ
ン
ノ
ハ
ウ
ス
の
商
品
開
発

研
究
所
と
い
う
部
門
で
、
主
に
住
宅
の
工
法
、

デ
ザ
イ
ン
、
性
能
な
ど
の
研
究
開
発
を
20
年
ほ

ど
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
ハ
イ
テ
ク
産
業
は
、

世
界
に
誇
れ
る
す
ば
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
住
宅
と
い
う
分
野
は
、
そ
の
点

に
お
い
て
遅
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
ロ
ー
テ
ク

で
研
究
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
は
セ
ン

ス
の
良
い
都
会
の
住
宅
メ
ー
カ
ー
が
好
ま
れ
て

お
り
ま
し
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
省
エ
ネ
は

も
と
よ
り
エ
コ
と
か
自
然
循
環
型
と
か
、
環
境

に
配
慮
し
た
家
づ
く
り
が
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド

に
な
っ
て
い
ま
す
。
白
鷹
に
住
ん
で
い
る
わ
た

し
も
、
地
域
の
環
境
に
合
う
家
を
つ
く
り
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
先
祖
と
い
う
の
は
、
白
鷹
町

を
求
め
て
、
こ
の
地
に
住
ん
で
、
桜
を
植
え
た

り
、
お
寺
や
神
社
を
つ
く
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
化
を
現
代
に
残
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を

守
り
、
伝
承
し
続
け
た
人
た
ち
の
す
ば
ら
し
い

知
恵
と
努
力
が
蓄
積
さ
れ
て
、
平
成
14
年
の
農

村
ア
メ
ニ
テ
ィ
コ
ン
ク
ー
ル
最
優
秀
賞
受
賞
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
大
き
な
町
で
も

な
い
の
に
、
す
ば
ら
し
い
賞
を
い
た
だ
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
名
誉
な
こ
と
と
思

い
ま
す
。
山
形
市
の
「
山
形
市
白
鷹
ふ
る
さ
と

会
」
と
い
う
会
の
監
事
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
る

関
係
で
、
山
形
市
か
ら
白
鷹
を
見
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
、
白
鷹
町
が
毎
年
何
ら
か
の
変
化
を

し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
最

上
川
の
フ
ッ
ト
パ
ス
で
す
。
よ
く
最
上
川
と
共

生
し
ま
し
ょ
う
な
ど
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
際

仕
掛
け
が
な
け
れ
ば
、
川
に
行
く
と
い
う
こ
と

も
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
散
策
道
が
あ
っ
た
り
、

川
の
整
備
が
進
ん
で
き
れ
い
に
な
っ
た
り
、
子

ど
も
た
ち
が
川
に
行
っ
て
も
、
安
全
で
衛
生
的

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
白
鷹
町
の
景
観
、

自
然
、
文
化
を
生
か
し
た
交
流
を
い
か
に
行
う

か
と
い
う
こ
と
を
、
町
長
さ
ん
は
じ
め
、
町
に

住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
が
き
ち
ん
と
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
非
常
に
う
れ
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

菅
原
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

菅
原　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
一
度
東
京
に
出
て
、
町
に
帰
っ
て
き
て

16
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
一
度
外
に
出
た
こ
と

で
、
少
し
は
町
の
こ
と
を
外
か
ら
見
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
が
、
最
近
は
ど
っ
ぷ
り
白
鷹
に

の
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
人
が
生
活
す
る
場
に

お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
行
い
ま
す
が
、
気

づ
か
な
い
形
で
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
も
の
も
、
景
観
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
景
観
を
基
本
と
し
て
、
交
流
を
促

進
す
る
こ
と
、
人
の
心
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
、

地
域
全
体
を
良
く
し
て
い
く
こ
と
な
ど
、
広
く

各
分
野
に
つ
い
て
お
話
を
伺
え
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で

は
３
人
の
か
た
が
た
に
、
自
己
紹
介
を
含
め
、

地
域
づ
く
り
と
景
観
・
文
化
に
対
す
る
現
状
や

課
題
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

小
松
さ
ん
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

丸川　惠子さん（司会）

小松　紀夫さん

樋口　金一郎さん

菅原　和彦さん

白鷹町長　橋本　光記

出席者

新春座談会　次代につなぐ景観文化
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浸
か
っ
て
い
ま
し
て
、
も
う
少
し
よ
そ
か
ら
第

三
者
的
に
、
町
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
を
見
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
今
、
町
内
で
会
社
や
商
店
な
ど
を

営
ん
で
い
る
40
歳
ま
で
の
青
年
層
が
活
動
を
行

う
商
工
会
青
年
部
で
部
長
を
務
め
、
約
２
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。
商
工
ま
つ
り
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
昔
は
、
最
上
川
で

獲
れ
る
鮎
を
食
べ
よ
う
と
、
町
民
へ
の
呼
び
か

け
や
視
察
な
ど
を
行
い
、
現
在
の
白
鷹
鮎
ま
つ

り
の
前
身
と
な
る
鮎
ま
つ
り
を
商
工
会
青
年
部

が
中
心
と
な
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
先

輩
方
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う

動
き
こ
そ
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
、
昨
年
、
一

昨
年
と
２
回
開
催
し
た
し
ら
た
か
的
音
楽
映
画

塾
は
、
音
楽
や
映
画
と
い
う
側
面
か
ら
文
化
的

活
動
を
行
い
、
交
流
を
拡
大
し
、
外
に
向
か
っ

て
発
信
し
て
い
く
目
的
で
、
ア
ジ
ア
音
楽
祭
か

ら
引
き
続
き
小
室
等
さ
ん
や
近
藤
房
之
介
さ
ん

に
ご
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

少
し
ず
つ
町
民
の
皆
さ
ん
に
も
広
が
っ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
本
年
も
開
催
す
る
予

定
で
す
。

　

ま
た
、
商
工
会
青
年
部
の
事
業
と
し
て
は
雪

中
サ
ッ
カ
ー
大
会
を
開
催
し
て
お
り
、
今
回
で

９
回
目
を
迎
え
ま
す
。
冬
場
の
イ
ベ
ン
ト
の
創

出
と
い
う
想
い
で
始
め
ま
し
た
。
昔
、
自
分
が

子
ど
も
の
こ
ろ
、
雪
が
降
る
こ
と
が
す
ご
く
楽

し
み
で
、
雪
の
上
で
サ
ッ
カ
ー
を
や
っ
て
い
た

と
い
う
思
い
出
か
ら
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も

体
験
し
て
欲
し
い
と
い
う
想
い
で
続
け
て
い
ま

す
。
規
模
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
の

で
す
が
、
徐
々
に
皆
さ
ん
か
ら
支
持
を
得
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今

回
は
、
雪
中
サ
ッ
カ
ー
に
加
え
て
、
も
っ
と
た

く
さ
ん
の
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
、
雪

の
中
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
盛
り
あ
が
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
、
最
近
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
ス

ノ
ー
ラ
ン
タ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を
企
画
し
ま
し
た
。

雪
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
み
上
げ
、
そ
の
中
に
ロ
ウ

ソ
ク
を
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
雪
の
壁
を
通

し
た
あ
か
り
で
温
か
い
雰
囲
気
を
演
出
し
、
美

し
い
冬
の
景
観
を
創
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
も

の
で
す
。
今
年
は
両
イ
ベ
ン
ト
を
合
わ
せ
、
ス

ポ
ー
ツ
公
園
で
雪
中
ス
ペ
シ
ャ
ル
と
し
て
行
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
三
方

と
も
す
ば
ら
し
い
ご
活
躍
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ

る
よ
う
で
す
。
さ
て
、
小
松
さ
ん
は
大
変
な
ご

苦
労
を
な
さ
っ
て
、
伝
統
を
守
っ
て
お
ら
れ
る

わ
け
で
す
が
、
二
つ
ほ
ど
課
題
と
し
て
と
ら
え

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
息
子
さ

ん
夫
婦
が
帰
っ
て
こ
ら
れ
て
、
後
継
者
の
心
配

は
な
い
よ
う
だ
と
の
こ
と
で
喜
ば
し
い
こ
と
で

す
が
、
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
詳
し
く
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
二
つ
目
と
し
て
は
、
物
を
つ
く

る
人
に
は
感
性
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
た

だ
伝
統
を
そ
の
ま
ま
守
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

時
代
に
合
っ
た
よ
う
な
工
夫
を
し
な
い
と
伝
統

は
守
り
続
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
お
話
を
お

聞
き
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
取
り
組
ま
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

意
識
し
な
い
伝
え
方

小
松　

紬
の
織
物
は
な
ぜ
残
っ
た
か
を
少
し
考

え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
40
年
代
に
、

全
国
の
伝
統
織
物
と
い
わ
れ
る
織
物
を
調
査
し

ま
と
め
た
本
が
あ
り
ま
す
。「
日
本
伝
統
織
物
集

成
」
と
い
う
本
で
、
北
は
北
海
道
か
ら
、
南
は

先
島
諸
島
の
南
端
の
与
那
国
島
ま
で
編
集
さ
れ

て
い
ま
す
。
白
鷹
町
も
取
材
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
当
時
、
１
２
１
種
類
の
伝
統
織
物
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
約
40
年
ほ
ど
経
過
し
、

現
在
残
っ
て
い
る
織
物
は
そ
の
約
20
パ
ー
セ
ン

ト
く
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
置
賜
地
方
は

米
沢
を
中
心
と
し
て
、
長
井
・
白
鷹
が
残
っ
て

い
ま
す
。
庄
内
で
は
、
関
川
の
「
し
な
織
」
が

残
っ
て
い
ま
す
が
、
山
辺
町
の
木
綿
織
物
は
な

く
な
り
、
新
庄
の
「
亀か

め
あ
や綾
織
」
は
消
滅
に
近
い

よ
う
で
す
。
周
辺
県
で
は
、
新
潟
県
村
上
市
の

「
山さ

べ

り

辺
里
平ひ

ら

」、秋
田
の
「
秋あ

き
た田

八は
ち
じ
ょ
う丈

」
は
消
え
、

仙
台
の
「
精せ

い
こ
う好

仙せ
ん
だ
い
ひ
ら

台
平
」
は
一
軒
の
機
屋
で
守

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ

て
、
白
鷹
紬
は
な
ぜ
残
っ
た
の
か
と
疑
問
を
持

っ
た
の
で
す
。

　

考
え
て
み
る
と
、
町
長
さ
ん
が
先
ほ
ど
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
景
観
と
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
あ
る
い
は
地
域
性
や
地
域
の
文
化

に
よ
っ
て
続
い
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
住
ん
で
い
る
人
間
性
な
ど
が
、
少

し
で
も
か
か
わ
り
の
中
で
作
用
し
、
ほ
そ
ぼ
そ

で
も
紬
の
分
野
を
守
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
先

人
が
残
し
て
く
れ
た
立
派
な
宝
物
と
し
て
、
大

事
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

継
承
と
い
う
こ
と
で
自
分
の
と
こ
ろ
に
目
を

移
し
て
み
る
と
、
息
子
夫
婦
も
帰
っ
て
き
ま
し

た
。
後
継
者
育
成
と
い
う
こ
と
で
町
か
ら
補
助

を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
当
時
入
っ

て
育
っ
た
か
た
に
、
今
、
機
織
り
を
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
、
お
か
げ
さ
ま
で
何
と
か
つ
な
が

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
わ
た
し
の
家
で
働

い
て
い
る
か
た
の
若
い
30
歳
の
妹
さ
ん
が
、
県

外
か
ら
白
鷹
町
に
引
っ
越
し
て
こ
ら
れ
、
お
姉

さ
ん
の
仕
事
を
見
て
「
わ
た
し
も
や
っ
て
み
た

い
」
と
の
こ
と
で
、
昨
年
の
暮
れ
に
家
を
訪
ね

て
く
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
長
く
働
い

て
い
た
だ
い
て
い
る
か
た
の
娘
さ
ん
が
興
味
を

持
っ
て
始
め
ら
れ
、
今
は
ほ
と
ん
ど
一
人
前
に

な
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
こ
れ

白鷹町長

橋
はしもと

本　光
こうき

記
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か
ら
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

お
姉
さ
ん
を
妹
さ
ん
が
見
て
、
お
母
さ
ん
を

娘
さ
ん
が
見
て
、
良
い
仕
事
だ
な
と
感
じ
、
興

味
を
持
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
、
後
継
者
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
か
と

思
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、

地
域
の
人
間
性
と
い
う
も
の
は
見
え
て
く
る
の

で
す
ね
。
特
に
白
鷹
町
の
人
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
も
の
に
ひ
か
れ
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
伝
統
文

化
を
守
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
あ
ら
た
め

て
感
じ
ま
し
た
。
小
松
さ
ん
は
、
町
の
景
観
、

地
域
の
文
化
、
住
ん
で
い
る
人
の
人
間
性
、
そ

れ
ら
の
か
か
わ
り
で
何
と
か
続
け
て
こ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
援
助
な
ど
は
あ
る
に
し
て

も
、
努
力
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
り
、
そ

う
い
う
姿
を
見
せ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
自
分
も

や
っ
て
み
た
い
と
い
う
人
が
次
々
に
出
て
こ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す
。

心町
長　

小
松
さ
ん
か
ら
感
性
が
な
い
と
い
け
な

い
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
白
鷹
町
に
あ
る
伝

統
的
な
も
の
、
た
と
え
ば
、
古
典
桜
、
白
鷹
紬
、

深
山
和
紙
な
ど
、
ほ
か
で
消
え
て
い
っ
た
も
の

が
守
ら
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
以
前
に
本

で
読
ん
だ
の
で
す
が
、
日
本
人
は
、
繊
細
で
情

緒
的
な
自
然
の
移
ろ
い
に
対
す
る
美
的
感
覚
が
、

世
界
の
中
で
最
も
強
い
の
で
は
な
い
か
と
書
い

て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
落
ち
葉
や
紅
葉
、
季

節
の
変
化
へ
の
想
い
な
ど
、
変
化
や
移
っ
て
い

く
も
の
に
対
し
て
の
情
緒
と
い
う
も
の
が
す
ご

く
強
く
、
日
本
に
し
か
な
い
俳
句
や
盆
栽
、
華

道
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
自
然
へ
の
と
て
も
微

妙
な
、
美
し
い
も
の
の
繊
細
な
も
の
の
見
方
な

ど
、
ま
さ
に
、
心
が
あ
る
か
ら
、
独
特
の
文
化

が
出
て
い
る
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
な
る
ほ

ど
と
思
い
、
小
松
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
白
鷹

紬
が
な
ぜ
守
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に

つ
な
が
る
気
が
し
ま
す
。

　

す
べ
て
の
織
物
は
も
と
も
と
す
ば
ら
し
い
形

で
つ
く
ら
れ
て
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
も
の
が
ダ
メ
に
な
っ
て
、

歴
史
の
流
れ
の
中
で
落
ち
て
い
っ
た
の
で
す
が
、

残
っ
て
い
る
白
鷹
紬
は
、
文
化
の
中
に
お
い
て

人
び
と
の
大
変
な
努
力
の
も
と
に
持
っ
て
き
た

と
い
え
ま
す
。
持
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
白

鷹
紬
と
い
う
織
物
に
対
し
て
の
人
間
の
気
持
ち

や
「
な
く
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
意
志
の

力
な
ど
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
ま
た
、
人
び
と
の
生
活
の
象
徴
と
も
い
え

る
地
域
の
景
観
に
密
接
に
関
係
し
て
存
在
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
景
観
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
も
、
歴
史
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
、
今
あ

る
も
の
と
思
い
ま
す
。
日
本
的
な
も
の
や
白
鷹

の
生
ん
だ
土
壌
・
風
土
の
中
か
ら
、
本
来
的
な

感
性
と
い
う
形
で
人
の
中
に
入
り
、
続
い
て
き

た
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

桜
を
守
っ
て
い
る
人
も
い
る
し
、
白
鷹
紬
も
、

和
紙
も
そ
う
で
す
が
、
危
機
感
の
中
に
存
在
し

て
い
る
の
で
す
。
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
伝
統
を
守
る
と
い
う
こ
と

の
み
で
は
な
く
て
、
存
在
そ
の
も
の
を
守
り
、

さ
ら
に
前
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
形
で
す
。
今
、

日
本
全
体
が
経
済
・
財
政
的
課
題
が
多
く
、
経

済
優
先
主
義
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
危
う
く
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
で
は
、
世
界
の
中

で
日
本
ら
し
い
本
来
の
大
事
な
文
化
が
消
え
て

い
く
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
国
や
町
の
役
割
が

大
事
で
、
し
っ
か
り
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

樋
口　

小
松
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、
伝
統
を

継
承
す
る
と
か
守
る
と
か
と
い
う
の
は
、
非
常

に
地
味
な
こ
と
の
連
続
で
決
し
て
華
や
か
で
は

な
い
わ
け
で
、
職
人
と
し
て
の
目
も
腕
も
技
能

も
鍛
錬
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
感
性
を
養
っ

て
い
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
、
白
鷹
町
美
し
い
郷
づ
く
り
推
進

会
議
の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
、
皆
さ
ん
に
環
境
の

大
切
さ
を
喚
起
し
て
、
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う

と
い
う
話
を
進
め
て
い
ま
す
。
ご
み
の
問
題
や

里
山
保
全
の
こ
と
な
ど
、
な
か
な
か
奥
が
深
く
、

勉
強
し
な
が
ら
参
画
し
て
い
ま
す
。
毎
日
国
道

３
４
８
号
を
通
っ
て
い
る
と
、
推
進
会
議
の
委

員
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ご

み
が
と
て
も
目
立
つ
の
で
す
。
や
は
り
、
環
境

や
文
化
を
守
る
こ
と
は
、
人
間
の
良
心
に
か
か

わ
る
心
の
問
題
と
い
う
の
が
、
実
は
非
常
に
大

事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
も

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ご
み
を
極
力
出
さ
な
い

な
ど
モ
ラ
ル
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
な

り
た
い
と
思
い
、
子
ど
も
た
ち
に
も
話
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

丸
川　

そ
う
で
す
ね
。
地
域
づ
く
り
を
な
さ
っ

て
の
課
題
や
ご
苦
労
な
ど
も
お
話
し
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

形
の
な
い
財
産

樋
口　

10
年
前
、
鮎
貝
八
幡
宮
を
舞
台
と
し
て

「
鮎
貝
城
築
城
６
０
０
年
祭
」
と
い
う
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
わ
た
し
は
30
歳

く
ら
い
ま
で
白
鷹
町
を
離
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

地
域
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
が
わ
た
し
に
と
っ
て
、
初
め
て

の
地
域
交
流
の
経
験
で
し
た
。

丸
まるかわ

川　惠
けい

子
こ
さん

中山小学校校長

これまで町内外の小学校

に赴任し、教育活動に力

を注ぐ。地域に育つ子ど

もたちのために、地域と

の交流などを視野に指導

を行っている。白鷹町文

化財保護審議会の委員と

しても活動。

新春座談会　次代につなぐ景観文化
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記
念
事
業
は
、
世
代
や
職
種
、
団
体
な
ど
を

超
え
、
地
区
民
の
多
く
が
、
鮎
貝
の
歴
史
に
触

れ
、
感
動
し
、
そ
し
て
語
れ
る
よ
う
な
文
化
的

品
位
の
高
い
イ
ベ
ン
ト
や
啓
蒙
活
動
を
行
う
と

い
う
目
標
で
企
画
さ
れ
た
記
念
祭
で
し
た
。
記

念
事
業
の
中
で
唯
一
、
後
世
に
残
る
物
と
し
て

「
鮎
貝
城
郭
再
現
模
型
」
と
こ
れ
を
収
蔵
す
る

「
鞘さ

や
で
ん殿

」
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

６
０
０
年
を
さ
か
の
ぼ
る
当
時
の
建
造
物
の

文
献
が
現
存
し
て
な
い
の
で
、
異
論
が
多
く
出

る
の
を
承
知
の
う
え
で
想
像
再
現
を
し
ま
し
た
。

城
郭
の
位
置
関
係
は
遺
構
、
史
実
に
基
づ
き
、

で
き
る
だ
け
正
確
に
配
置
し
、
本
丸
と
大
手
門

の
形
状
・
規
模
は
多
少
華
や
か
に
し
、
二
の
丸

は
当
地
に
縁
の
あ
る
「
本
庄
の
御
役
屋
」
の
館

の
デ
ザ
イ
ン
を
参
考
に
と
い
う
具
合
で
し
た
。

　

建
設
に
携
わ
っ
た
職
人
た
ち
の
献
身
的
な
業

の
結
集
で
、
優
美
な
八
幡
宮
の
様
式
を
取
り
入

れ
た
鞘
殿
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
故
人
と
な
ら

れ
た
棟と

う
り
ょ
う梁

の
意
気
込
み
や
、
東
京
か
ら
来
ら
れ

た
ば
か
り
の
銅
板
職
人
の
見
事
な
細
工
を
半
分

程
度
の
費
用
で
引
き
受
け
て
い
た
だ
く
な
ど
、

多
く
の
善
意
で
な
し
得
た
事
業
で
し
た
。
鮎
貝

の
伝
統
建
築
と
対
峙
す
る
こ
と
で
、
先
人
の
英

知
や
美
意
識
に
巡
り
合
え
た
貴
重
な
体
験
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
域
と
の
つ
な
が
り

の
な
い
わ
た
し
な
ど
は
、
初
め
て
そ
こ
で
触
れ

合
っ
た
人
た
ち
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
、
普
段

道
で
会
っ
て
あ
い
さ
つ
し
か
し
な
い
人
が
い
ろ

い
ろ
話
を
し
て
く
れ
た
り
、
先
輩
・
年
配
者
と

触
れ
合
え
た
こ
と
は
、
物
を
残
す
以
上
に
と
て

も
有
意
義
で
し
た
。
菅
原
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
何
が
残
る
か

と
い
う
と
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
、
そ
れ
が

心
だ
っ
た
り
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
対

す
る
愛
着
や
誇
り
な
の
で
す
。
６
０
０
年
祭
を

経
験
し
て
、
そ
の
ふ
れ
あ
い
や
心
に
残
っ
た
こ

と
が
大
き
な
財
産
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
菅
原
さ

ん
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
ま
れ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
少
子
高
齢
化
の
時
代
に
入

っ
て
、
若
者
が
少
な
い
と
い
う
現
状
も
あ
り
、

ご
苦
労
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
取
り
組
ま
れ

て
い
て
の
課
題
な
ど
お
話
し
く
だ
さ
い
。

菅
原　

お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
事
を
行
う
と
き
に
、

も
っ
と
も
っ
と
広
げ
た
い
し
、
も
っ
と
お
も
し

ろ
く
周
り
を
巻
き
込
み
た
い
の
で
す
が
、
わ
た

し
の
伝
え
方
や
仕
掛
け
方
が
下
手
で
、
メ
ン
バ

ー
を
集
め
る
の
は
苦
労
し
ま
す
。
実
施
し
て
い

る
メ
ン
バ
ー
と
い
う
の
は
商
工
会
で
あ
る
と
か
、

農
協
の
青
年
部
で
あ
る
と
か
、
少
し
町
に
顔
を

出
し
た
こ
と
が
あ
る
人
が
、
興
味
を
持
っ
て
ほ

か
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
町
内
で
仕
事
を
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
一
歩
踏
み
出
せ
て
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
精
神
も
あ
り
な
が
ら
、
盛
り
上
げ
て
い
こ

う
と
い
う
気
持
ち
の
仲
間
が
何
人
か
い
ま
す
。

そ
の
分
、
わ
た
し
た
ち
よ
り
も
う
少
し
下
の
世

代
に
、
ど
ん
な
形
で
受
け
継
い
で
い
け
る
の
か

と
不
安
な
部
分
は
あ
り
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
で
な

く
て
も
、
地
域
の
中
で
交
流
が
あ
る
の
は
消
防

団
や
お
祭
り
で
す
が
、
そ
こ
で
も
自
分
た
ち
の

町
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ
そ
の
町
と
人
を
貸
し

借
り
し
て
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
し
か
し
、

人
材
や
そ
の
人
数
的
に
も
厳
し
い
な
が
ら
、
こ

れ
か
ら
継
い
で
、
伝
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
さ

を
一
人
ひ
と
り
強
く
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

環
境
か
ら
心
を
磨
く

丸
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
、

地
域
づ
く
り
は
人
か
ら
で
す
の
で
、
そ
の
中
で

の
育
成
・
継
承
と
い
う
の
も
課
題
な
の
で
す
ね
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
景
観
文
化
を
守
り
育
て
て

お
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
、
子
ど
も
た
ち
を
指
導
し
て
い
る

立
場
か
ら
、
今
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
お
聞
き
し

て
、
小
さ
い
と
き
か
ら
の
子
ど
も
へ
の
指
導
と

い
う
の
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

思
い
ま
し
た
。

　

中
山
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
景
観
で
、
自
慢

で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
10
年
ほ

ど
前
と
現
在
と
２
回
中
山
小
学
校
に
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
景
色
が
大

好
き
で
、
特
に
春
先
、
朝
日
の
山
に
ま
だ
残
雪

が
あ
る
景
色
な
ど
を
見
る
と
、
な
ん
と
も
言
え

な
い
幸
せ
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
子

ど
も
た
ち
は
ど
う
な
の
か
と
思
う
と
、
少
し
疑

問
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

毎
日
す
ば
ら
し
い
自
然
の
中
に
い
る
と
、
そ
れ

が
ご
く
当
た
り
前
の
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
中
山
小
学
校
に
お
世
話
に
な

る
前
に
、
川
西
町
の
小
学
校
に
４
年
ほ
ど
お
り

ま
し
た
。
そ
こ
は
、
東
京
の
町
田
市
か
ら
留
学

生
を
預
か
っ
て
い
る
学
校
で
し
た
が
、
町
田
か

ら
来
る
子
ど
も
は
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
に
も

の
す
ご
く
敏
感
な
ん
で
す
。
た
っ
た
一
年
し
か

い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
な
ん

で
も
体
験
し
よ
う
、
な
ん
で
も
見
て
い
こ
う
と

い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
子

ど
も
た
ち
が
都
会
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
忘
れ
ら

れ
な
い
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
５
年
生
の
女

の
子
が
「
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
自
然
が
あ
っ

て
、
ど
う
し
て
も
っ
と
自
然
の
中
で
遊
ば
な
い

の
？
も
っ
た
い
な
い
。」と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
以
来
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
自
然
に
触
れ
さ
せ

た
り
し
な
が
ら
、
気
付
か
せ
て
あ
げ
た
い
と
特

に
考
え
て
指
導
し
て
い
ま
す
。「
あ
っ
ち
の
西
山

見
て
み
よ
う
。」と
か
「
白
鷹
山
を
パ
ラ
グ
ラ
イ

小
こ

松
まつ

　紀
のり

夫
お
さん

小松織物工房五代目

同工房では板締め絣染物

や「白鷹お召し」の開発、

深山和紙を織り込んだ紙

布の復元等に取り組む。

その伝統的工法を引き継

ぐ。また「白鷹紅の花を

咲かせる会」会長として、

紅花の復活、普及推進を

行っている。
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ダ
ー
が
飛
ん
で
い
る
、
す
ご
い
景
色
だ
ね
。」

な
ど
、
と
き
お
り
話
を
し
て
意
識
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

自
然
や
文
化
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
非

常
に
大
き
い
意
味
を
持
ち
ま
す
。
先
ほ
ど
も
、

そ
れ
ら
か
ら
育
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
に

は
、
自
然
や
地
域
の
文
化
を
除
い
て
は
語
れ
な

い
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
自
然
に

恵
ま
れ
て
い
る
白
鷹
町
に
住
ん
で
い
る
子
ど
も

で
す
の
で
、
自
然
に
触
れ
さ
せ
る
活
動
を
各
学

校
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。
町
か
ら
も
ご
支
援
を

い
た
だ
き
、
小
学
校
か
ら
環
境
教
育
や
キ
ャ
リ

ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

は
、
子
ど
も
た
ち
に
意
識
さ
せ
る
と
同
時
に
、

い
ろ
い
ろ
な
良
い
も
の
に
触
れ
さ
せ
る
、
地
区

の
か
た
が
た
と
も
交
流
を
持
つ
な
ど
、
人
と
物

と
さ
ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り
を
持
た
せ
た
い
と
考

え
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
後
継
者
問
題
な
ど

に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
難
し
い
で
す
が
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
見
せ
た
り
、
体
験
さ
せ
た
り

す
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
た
ち
の
役
目
か
な
と

思
っ
て
、
毎
日
過
ご
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
日
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
、
な
お
一
層
が
ん

ば
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
と
同

時
に
、
す
ば
ら
し
い
３
６
０
度
の
大
パ
ノ
ラ
マ

の
広
が
る
学
校
、
景
色
を
今
後
な
ん
ら
か
の
形

で
生
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
想
い
で
い

っ
ぱ
い
で
す
。

樋
口　

四
季
の
郷
の
景
観
も
す
ば
ら
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
先
祖
が
白
鷹
に
住
ん
で
歴
史
が

つ
く
ら
れ
、
時
代
が
変
わ
り
、
そ
し
て
今
、
新

し
い
年
代
の
わ
れ
わ
れ
が
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
し

て
、
あ
の
場
所
に
開
発
を
進
め
ま
し
た
。
四
季

の
郷
か
ら
見
た
白
鷹
山
頂
の
や
や
左
側
が
、
太

陽
の
昇
る
最
端
で
、
飯
豊
連
峰
の
向
こ
う
の
方

が
真
夏
の
日
の
入
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
パ
ノ
ラ
マ
は
、
そ
れ
ほ
ど
ほ
か
に
は
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
か
な
り
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
な
話
で
あ
り
、
わ
た
し
も
あ
の
場
所
は

今
ま
で
そ
う
い
う
目
で
は
見
え
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
西
山
の
風
景
も
似
合
う
土
地
で
あ
り
、

住
ん
で
い
る
か
た
に
と
っ
て
、
ま
た
新
し
い
住

ま
い
の
環
境
と
し
て
は
、
す
ば
ら
し
い
価
値
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
先
祖
や
今
の
町
の
か
た
が
た
に
感

謝
し
、
自
信
を
持
っ
て
伝
え
た
い
と
い
う
思
い

で
す
。

町
長　

パ
ノ
ラ
マ
と
聞
い
て
、
感
動
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
鮎
貝
の
四
季
の
郷
か
ら
見
る
と
、
町
を

取
り
囲
む
景
観
が
パ
ノ
ラ
マ
の
形
で
、
太
陽
が

昇
っ
て
、
西
に
動
く
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

一
つ
の
自
然
の
美
し
さ
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
山
か
ら
海

に
沈
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に

白
鷹
町
を
土
俵
に
し
て
、
包
み
込
む
よ
う
に
そ

び
え
る
山
か
ら
山
へ
太
陽
が
空
を
動
く
様
子
が

展
望
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
も
っ
と
ほ

か
の
人
に
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。
丸
川
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
山

小
学
校
か
ら
見
た
風
景
も
本
当
に
す
ば
ら
し
い

で
す
。
同
じ
よ
う
に
パ
ノ
ラ
マ
と
い
う
感
覚
で
、

自
然
景
観
の
形
と
い
う
も
の
を
認
識
で
き
ま
す

よ
ね
。

　

こ
の
前
、
鷹
山
小
学
校
で
、
鷹
山
・
中
山
の

全
校
児
童
に
よ
る
合
同
の
集
合
学
習
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
「
好
き
な
季
節
は
ど
れ
で
す

か
」
と
い
う
質
問
に
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
、
そ

れ
ぞ
れ
好
き
な
季
節
ご
と
に
、
１
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
が
分
か
れ
、
グ
ル
ー

プ
を
つ
く
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
驚
い
た
の
は
、
春
で
も
夏
で
も
秋
で

も
な
い
、
冬
の
季
節
に
約
半
分
も
、
最
も
多
く

の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
大
人
の
社
会
で
考
え
る
季
節
感

や
好
き
と
い
う
感
覚
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と

あ
る
意
味
純
粋
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
で
、
自
然
や

移
り
変
わ
り
、
あ
る
い
は
過
ご
し
方
に
対
し
て
、

も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
感
覚
を
持
っ
て
い
る

の
か
な
と
感
じ
た
の
で
す
。
若
葉
の
木
々
が
広

が
る
春
が
好
き
だ
っ
た
り
、
秋
の
紅
葉
が
き
れ

い
だ
と
思
う
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
た
ち
一
般

の
大
人
で
す
ね
。
冬
が
好
き
だ
と
い
う
子
ど
も

た
ち
、
ど
う
い
う
気
持
ち
で
毎
日
元
気
に
過
ご

し
て
い
る
の
か
。
白
鷹
っ
子
万
歳
と
う
れ
し
く

な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

丸
川　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
将
来
の
夢
や
展
望

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

伝
統
＋
セ
ン
ス

菅
原　

小
松
さ
ん
が
、
も
の
づ
く
り
で
の
感
性

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
が
、
今
ま
で
の
伝
統
、

プ
ラ
ス
付
加
価
値
の
部
分
の
新
し
い
感
性
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ま
す
ま
す
そ
の
ち

ょ
っ
と
し
た
部
分
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
伝

統
だ
け
で
は
時
代
に
即
し
て
い
か
な
い
し
、
誰

も
お
も
し
ろ
い
と
思
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
次
の
時
代
の
人
が
大
切
だ
な
と
思
う

た
め
に
は
、
あ
る
程
度
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
、

少
し
ア
レ
ン
ジ
し
た
形
で
、
見
せ
方
で
も
同
じ

な
の
で
す
が
、
わ
か
り
や
す
く
、
見
や
す
く
、

き
れ
い
に
、
美
し
い
色
に
な
ど
、
プ
ラ
ス
し
た

も
の
が
な
い
と
、
古
い
ま
ま
で
は
誰
も
興
味
を

持
た
ず
、
残
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で

受
け
継
い
で
き
た
人
と
今
後
継
承
し
て
い
く
人

が
交
わ
っ
て
話
を
す
る
機
会
と
か
、
若
い
人
の

感
性
を
プ
ラ
ス
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
な
ど
が
も

っ
と
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
町
を
Ｐ
Ｒ
し

て
い
く
方
法
も
一
緒
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ま

樋
ひ

口
ぐち

金
きんいちろう

一郎さん

㈱ウンノハウス役員

「鮎貝城築城600年祭」

を機会に、地域づくり活

動に参加。ニュータウン

「四季の郷」への住宅建

築にも積極的に取り組み、

景観、環境にも配慮した

家づくりを進めている。

白鷹町美しい郷づくり推

進会議委員として、環境

面からのまちづくりにも

活躍。

一級建築士。

新春座談会　次代につなぐ景観文化
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と
め
方
と
か
、
見
せ
方
と
か
が
大
切
な
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

走
ら
な
い
と
つ
な
が
ら
な
い

樋
口　

わ
た
し
の
会
社
の
社
員
が
共
有
し
て
い

る
使
命
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
「
美
し
い
ふ

る
さ
と
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
退
職
し
て
も
、
家
は
残
り
ま
す

よ
ね
。
そ
の
残
さ
れ
た
家
が
、
30
年
、
50
年
後

環
境
や
景
観
と
共
生
す
る
よ
う
な
も
の
を
残
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
家

の
色
・
形
に
は
個
人
の
価
値
観
や
好
み
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
わ
た
し
た

ち
が
家
と
い
う
ま
ち
並
み
の
風
景
と
な
る
も
の

を
将
来
に
残
す
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
役
割
・

使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
で
進

め
て
い
ま
す
。

　

町
長
さ
ん
も
具
体
的
に
お
話
し
さ
れ
ま
し
た

が
、
白
鷹
の
景
観
に
は
山
が
近
く
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
畑
も
田
ん
ぼ
も
、
一
時
山
の
近

く
ま
で
増
や
し
開
墾
し
た
も
の
が
、
時
間
が
経

過
し
て
そ
れ
が
ま
た
原
野
に
戻
っ
て
い
る
。
原

野
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
よ
り
も
環
境
が

悪
い
荒
れ
地
と
し
て
残
が
い
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
今
、
石
油
の
値
段
が
高
く
な
る
な
ど

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
木
材
が
日

本
に
入
り
に
く
く
な
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
産
の

ラ
ワ
ン
ベ
ニ
ヤ
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
背
景
が
あ
っ
て
、
や
っ
と

国
内
の
杉
の
木
な
ど
が
見
直
さ
れ
て
き
た
の
で

す
。
わ
た
し
の
会
社
も
杉
を
ど
ん
ど
ん
使
う
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
環
境
保
全
と
い
う
方

向
に
向
か
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
木
を

切
ら
な
け
れ
ば
、
山
は
活
性
化
し
ま
せ
ん
。
住

宅
と
い
う
木
を
使
う
仕
事
の
た
め
森
を
荒
ら
さ

な
い
景
観
づ
く
り
を
し
た
い
し
、
間
伐
な
ど
を

行
っ
て
、
森
を
守
っ
た
り
、
新
し
い
木
を
植
え

る
こ
と
で
環
境
保
全
、
景
観
保
全
に
貢
献
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
床
板
に
、
オ
ー
ク
、
ナ
ラ
、

ケ
ヤ
キ
の
板
を
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
住
宅
に

使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
は
も
と
も
と
素

足
の
文
化
が
あ
っ
て
、
足
触
り
の
良
い
も
の
と

い
う
の
は
杉
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
も
の
で
す
。

冬
で
も
杉
の
板
や
キ
リ
の
げ
た
の
上
に
足
を
置

く
と
、
自
分
の
体
温
と
木
の
持
っ
て
い
る
保
温

性
で
冷
た
く
な
い
寒
く
な
い
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
、
日
本
、
山

形
の
家
と
い
う
も
の
を
根
本
的
に
材
料
か
ら
、

も
う
一
回
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
、
杉
の
木
を
た
く
さ

ん
使
う
こ
と
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
里
山
の

環
境
保
全
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
、
簡
単
に
で
き
る
こ
と
も
た
く

さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が

文
化
の
継
承
や
意
識
を
変
え
る
な
ど
の
源
に
な

る
の
か
と
思
い
ま
す
。
始
め
な
い
と
つ
な
が
ら

な
い
し
、
走
ら
な
い
で
見
て
い
た
だ
け
で
は
次

の
世
代
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

わ
た
し
も
が
ん
ば
っ
て
走
っ
て
み
た
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
へ
伝
え
る
地
域
性

小
松　

紬
の
織
物
は
、
町
の
無
形
文
化
財
に
し

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
県
の
無
形
文
化

財
と
し
て
認
定
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

２
年
ほ
ど
前
に
申
請
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
の
暮
れ
、
よ
う
や
く
県
の
教
育
委
員
会
か

ら
の
連
絡
で
、
１
月
中
に
調
査
に
入
る
予
定
で

す
。
わ
た
し
た
ち
の
４
軒
の
機
屋
も
ほ
そ
ぼ
そ

と
な
ん
と
か
や
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
な
の
で
、

県
の
無
形
文
化
財
と
し
て
認
定
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
に
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
認
定
を
受
け
て
も
、
販
売
力
が
伸
び
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の

人
び
と
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
力
に
な
る
も
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

新
年
早
々
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
夢
を
考
え
た

と
こ
ろ
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
丸
川
さ
ん
か
ら
話
が
あ
っ
た
、

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
体
験
学
習
も

精
一
杯
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
荒
砥
小
学
校
の
３
年
生
を
対
象
に
、

春
か
ら
紅
花
の
種
を
ま
き
、
収
穫
し
て
、
染
物

ま
で
を
行
う
と
い
う
体
験
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

中
学
生
の
職
場
体
験
の
機
会
と
し
て
機
織
り
体

験
な
ど
も
受
け
入
れ
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た

ち
へ
も
紬
の
文
化
を
伝
え
て
、
わ
か
っ
て
も
ら

い
な
が
ら
、
な
ん
と
か
つ
な
い
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
が
携
わ
っ
て
い
る
紬
は
自
然
と

の
共
生
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
代

表
的
な
も
の
は
紅
花
で
す
。
紅
花
を
自
然
界
か

ら
分
け
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、
色

を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
基
本
的
で
大

事
な
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
紅
の
花
を

咲
か
せ
る
会
を
20
人
ほ
ど
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。

今
で
は
、
白
鷹
町
は
山
形
県
一
の
栽
培
面
積
に

な
り
ま
し
た
。
県
全
体
の
生
産
額
の
中
で
も
半

分
ほ
ど
は
白
鷹
産
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も
と

紅
花
は
、
花
が
咲
い
た
ら
摘
ん
で
し
ま
う
た
め

に
末
摘
花
と
い
う
別
名
が
あ
る
く
ら
い
で
、
花

を
咲
か
せ
て
美
し
く
見
せ
る
と
い
う
花
で
は
な

い
の
で
す
。
景
観
と
は
つ
な
が
ら
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
本
来
は
染
料
や
薬
に
も
な
っ
た

紅
花
で
す
の
で
、
文
化
と
し
て
も
大
切
に
残
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
紅
花
ま
つ
り
の
と

き
に
咲
い
た
風
景
は
す
ご
く
す
ば
ら
し
い
と
思

い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
が
ん
ば
っ

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

菅
すがわら

原　和
かずひこ

彦さん

菅原写真館

町内で行われるイベント

などに参画し、交流づく

りに取り組む。商工会青

年部長を務め、部として

は一昨年から「しらたか

的音楽映画塾」の実行委

員会として主体的に参加。

恒例の雪中サッカー大会

は、今年で９回目を数え、

町の冬の風物詩となりつ

つある。
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町
長
さ
ん
が
随
想
の
中
に
、
草
木
塔
の
こ
と

を
書
か
れ
ま
し
た
。
国
道
２
８
７
号
の
荒
砥
駅

前
の
改
修
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
近
く

を
流
れ
て
い
る
川
は
「
草
木
沢
川
」
と
い
い
ま

す
。
上
流
は
わ
た
し
の
家
の
近
く
で
、
字
名
に

「
草
木
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
草
木

の
名
前
が
あ
る
の
は
、
自
然
と
の
共
生
か
ら
自

然
を
大
切
に
し
て
き
た
地
域
な
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。
町
内
の
地
名
に
は
、
養
蚕
に

か
か
わ
る
蚕
桑
な
ど
も
残
っ
て
い
ま
す
し
、
伝

統
を
守
る
と
い
う
形
で
、
現
在
ま
で
つ
な
い
で

き
た
と
い
う
の
は
、
ほ
か
に
な
い
特
別
の
地
域

性
、
人
間
性
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
白
鷹
の
町
民
性
と
い
う
も
の
な
の
か
、
先

人
か
ら
ず
っ
と
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、

目
に
は
見
え
な
く
て
も
流
れ
、
つ
な
が
っ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

丸
川　

県
指
定
無
形
文
化
財
へ
の
そ
の
夢
が
実

現
す
る
よ
う
に
が
ん
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
最
後
に
町
長
さ
ん
か
ら
ま
と
め
を

お
願
い
し
ま
す
。

新
た
な
美
し
さ
を

町
長　

皆
さ
ま
か
ら
各
分
野
に
わ
た
り
ま
し
て
、

景
観
を
中
心
に
し
た
幅
の
広
い
も
の
の
見
方
、

こ
れ
か
ら
の
在
り
方
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は

景
観
の
面
に
つ
い
て
は
、
美
し
い
景
観
と
い
う

こ
と
は
、
理
屈
で
な
く
て
、
人
に
と
っ
て
も
、

環
境
に
と
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
活
性

化
や
交
流
な
ど
に
と
っ
て
も
、
価
値
が
あ
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
明
確
に
心
に
ス
ト
ン
と

来
る
し
、
そ
の
美
し
い
景
観
に
な
る
に
は
理
由

が
当
然
あ
る
か
ら
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
も
の
は
こ
れ
か
ら
の
地
域
づ
く
り
の
中

で
、
基
礎
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
だ
ま
だ
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
然
・
景

観
は
き
れ
い
だ
、
明
る
い
、
気
持
ち
が
よ
い
、

心
が
落
ち
着
く
な
ど
と
い
う
感
覚
的
な
も
の
が
、

白
鷹
町
の
風
土
に
あ
る
と
多
く
の
か
た
が
た
が

言
わ
れ
て
い
る
し
、
町
内
の
人
び
と
の
意
識
も

盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
景
観

に
つ
い
て
、
今
ま
で
「
こ
れ
を
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
」
と
意
識
で
思
う
思
わ
な
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

続
け
て
い
く
重
要
な
原
動
力
が
そ
こ
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
し
い
も
の
を
わ
た
し

た
ち
が
価
値
と
し
て
付
け
加
え
る
と
い
う
こ
と
。

で
は
、
ど
う
い
う
価
値
を
付
け
加
え
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
実
的
な
も

の
を
見
い
だ
し
な
が
ら
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

の
視
点
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

本
当
に
本
日
は
、
大
変
奥
の
深
い
お
話
を
お

伺
い
い
た
し
ま
し
た
。
町
も
精
一
杯
が
ん
ば
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
お
互
い
に
良
い
町
を
つ

く
る
た
め
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

人
が
つ
な
が
る

丸
川　

景
観
文
化
を
次
代
に
つ
な
い
で
い
く
た

め
に
は
、
町
民
一
人
ひ
と
り
が
美
し
い
景
観
や

文
化
に
関
心
を
持
っ
て
、
そ
の
良
さ
を
肌
で
感

じ
る
こ
と
が
ま
ず
は
大
事
で
は
な
い
の
か
な
と
、

お
話
を
お
聞
き
し
て
思
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。「
残

し
て
お
き
た
い
美
し
い
白
鷹
21
景
」
と
い
う
す

ば
ら
し
い
景
色
が
あ
り
ま
す
が
、
全
部
回
っ
て

み
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
わ
た
し
も
忙
し
さ

に
か
ま
け
て
で
き
な
く
て
い
る
の
で
す
が
、
多

方
面
で
宣
伝
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
見
た
人
が

隣
の
人
に
、
そ
の
ま
た
隣
の
人
に
広
げ
て
い
く

と
い
う
地
道
な
働
き
も
大
事
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
町
長
さ
ん
は
じ
め
、
町
当
局
の
ご
支
援
を

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、

行
政
に
だ
け
頼
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
本

日
の
３
名
の
よ
う
な
、
地
域
で
活
躍
な
さ
っ
て

い
る
か
た
が
た
を
中
心
に
、
地
域
か
ら
盛
り
上

が
っ
て
い
く
こ
と
が
、
次
代
に
つ
な
い
で
い
く

こ
と
に
と
っ
て
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
ご
活

躍
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
と
自
然
が
共
生
し
、
未
来
輝
く
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
て
、
一
人
ひ
と
り
、
そ
し
て
地
域

で
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
、
町
の
目
標
で
あ
る

「
自
然
・
文
化
を
生
か
し
地
域
が
輝
く
町
」
を

つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新春座談会　次代につなぐ景観文化

朝日を浴びる西山の山並みと荒砥鉄橋
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バ
ラ
ン
ス
シ
�
ト
か
ら

わ
か
る
こ
と　

　

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
合
計

を
み
る
と
、
白
鷹
町
の
17
年
度
末

資
産
総
額
は
約
２
６
９
億
円
で
す
。

　

こ
れ
を
町
民
一
人
あ
た
り
に
直

し
て
み
る
と
１
６
１
万
円
に
な
り

ま
す
。
こ
の
資
産
は
、
町
税
や
国

な
ど
の
お
金
83
万
円
、
負
債
78
万

円
で
す
。
負
債
の
う
ち
、
68
万
円

が
借
金
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
白

鷹
町
で
は
、
返
済
金
の
う
ち
国
か

ら
何
割
か
が
交
付
さ
れ
る
借
金
を

活
用
し
て
き
て
お
り
、
68
万
円
す

べ
て
が
今
後
の
負
担
と
な
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
お
む
ね
６

割
程
度
は
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
で
は
、

た
と
え
ば
17
年
度
末
有
形
固
定
資

産
（
施
設
や
道
路
な
ど
の
財
産
）

の
行
政
分
野
ご
と
の
割
合
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
町
が
ど

の
分
野
に
重
点
を
お
い
て
整
備
し

て
き
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

（
下
グ
ラ
フ
参
照
）

　

グ
ラ
フ
か
ら
み
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
白
鷹
町
で
は
主
に
教
育
費

（
公
民
館
、
ス
キ
ー
場
な
ど
の
社

会
教
育
施
設
や
学
校
な
ど
）
や
土

木
費
（
道
路
や
公
園
な
ど
）
に
力

を
入
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

主
�
財
務
分
析

社
会
資
本
形
成
の
世
代
間
負
担
比
率　

①
②

　

社
会
資
本
整
備
の
結
果
を
示
す
有
形

固
定
資
産
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
の
世
代

に
よ
っ
て
す
で
に
負
担
し
た
分
の
割
合

（
現
世
代
負
担
比
率
①
）
と
、
将
来
の

世
代
で
負
担
す
る
割
合
（
将
来
世
代
負

担
比
率
②
）
で
あ
り
、
将
来
負
担
を
考

え
る
と
①
の
方
が
大
き
い
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
が
、
世
代
間
の
負
担
公
平
と
い

う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
②
の
数
値
が
低

す
ぎ
る
こ
と
も
問
題
で
す
。

正
味
資
産
比
率　

③

　

企
業
会
計
で
い
う
自
己
資
本
比
率
に

相
当
し
、
比
率
が
高
い
ほ
ど
財
政
状
態

が
健
全
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
正
味
資
産
は
「
こ

れ
ま
で
の
世
代
の
社
会
資
本
形
成
の
負

担
額
」
で
あ
り
、
こ
の
比
率
が
高
い
こ

と
が
そ
の
ま
ま
投
資
余
力
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

有
形
固
定
資
産
更
新
資
金
手
当
率　

④

　

維
持
・
修
繕
や
更
新
時
に
必
要
な
手

持
ち
資
金
を
ど
の
位
保
有
し
て
い
る
か

を
表
し
ま
す
。

町
債
返
済
可
能
年
数　

⑤

　

毎
年
の
収
入
の
う
ち
、
町
債
の
返
済

の
た
め
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
金
額

の
す
べ
て
を
も
っ
て
返
済
し
た
と
仮
定

し
た
場
合
の
返
済
所
要
年
数
で
、
年
数

が
少
な
い
ほ
ど
財
政
状
況
が
健
全
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。

地
方
債
依
存
度　

⑥

　

資
産
の
形
成
に
ど
れ
だ
け
の
町
債
を

費
や
し
た
か
を
表
す
指
標
で
、
資
産
に

対
し
ど
の
程
度
町
債
残
高
が
あ
る
か
と

い
う
も
の
で
す
。

　

平
成
17
年
度
末
現
在
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
で
は
、
資
産
合
計
が
６

億
３
５
０
０
万
円
減
少
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
鮎
貝
ま
ち
づ
く
り

拠
点
施
設
整
備
や
道
路
整
備
な
ど

を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
資
産
の
増

加
要
因
は
あ
る
も
の
の
、
減
価
償

却
に
よ
る
減
少
要
因
が
そ
れ
を
上

回
る
た
め
、
資
産
減
少
と
な
っ
た

も
の
で
す
。

　

負
債
合
計
に
つ
い
て
は
、
元
金

償
還
（
借
金
の
返
済
）
な
ど
に
よ

り
10
億
７
０
０
万
円
の
減
少
と
な

っ
て
い
ま
す
。

有形固定資産の行政目的別割合（平成17年度）

白
鷹
町
�
�
�
�
�
�
�
�

表１ （単位：百万円（一人あたりは万円））

区分 Ｈ 17 年度 Ｈ 16 年度 増減額

資産合計 26,949 27,584 △ 635

（一人あたり） 161 163 △ 2

負債合計 13,075 14,082 △ 1,007

（一人あたり） 78 83 △ 5

正味資産合計 13,874 13,502 372

（一人あたり） 83 80 3

表２　　　　　　　　　　主な財務分析

財務分析の項目
Ｈ 17 年度 参考　Ｈ 16 年度

白鷹町 白鷹町※ 県内 A市
県内 B市

※
県内 C町

※

① 現世代負担比率（%） 61.1 57.9 46.6 47.4 56.9

② 将来世代負担比率（%） 57.6 60.3 61.4 61.2 57.8

③ 正味資産比率（%） 51.5 48.9 43.1 43.6 49.6

④ 有形固定資産更新資金手当率（%） 6.4 6.9 - - -

⑤ 町債返済可能年数（年） 4.64 5.11 - - -

⑥ 地方債依存度（%） 42.4 44.8 47.2 35.4 44.0

※過疎団体

　

さ
ら
に
、
前
年
度
末
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　

正
味
資
産
合
計
に
つ
い
て
は
、

有
形
固
定
資
産
の
減
価
償
却
に
併

せ
て
、
施
設
整
備
な
ど
に
使
っ
た

国
庫
支
出
金
及
び
県
支
出
金
が
減

少
し
た
反
面
、
減
価
償
却
を
地
方

債
の
元
金
償
還
が
上
回
っ
た
こ
と

か
ら
一
般
財
源
等
が
増
加
し
、
合

計
で
３
億
７
２
０
０
万
円
の
増
加

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
数
値
を
も
と
に
財
務

分
析
も
行
っ
て
い
ま
す
（
表
１
及

び
表
２
参
照
）。

総務費
2.5％ 民生費

6.8％

衛生費
1.3％ 労働費

0.2％

農林水産費
8.9％

商工費
4.6％

土木費
30.9％

消防費
1.0％

教育費
43.8％

その他
0.0％
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　（平成18年3月31日現在）

（単位：百万円）

借　　方（資金の使途） 貸　　方（資金の源泉）

［資産の部］ ［負債の部］

１．有形固定資産 １．固定負債

・農林水産業費 2,016 ・地方債 9,875

・土木費 7,031 ・債務負担行為 0

・教育費 9,960 ・退職給与引当金 1,654

他 3,712 ・その他 0

固定負債合計 11,529

有形固定資産合計 22,719

　　（うち土地 5,488） ２．流動負債

・翌年度償還予定額 1,546

２．投資等 ・翌年度繰上充用金 0

・投資及び出資金 2,327

・貸付金 227 流動負債合計 1,546

・基金 692

・退職手当組合積立金 191 負 債 合 計 13,075

投資等合計 3,437

［正味資産の部］

３．流動資産 １．国庫支出金 2,561

・現金・預金 724 ２．都道府県支出金 2,531

・未収金 69 ３．一般財源等 8,782

流動資産合計 793 正 味 資 産 合 計 13,874

資 産 合 計 26,949 負債・正味資産合計 26,949

農道、道路、橋、公園、
学校、公民館などの行
政財産の資産評価額を
目的別に示しています。

白鷹町アルカディア財
団、西置賜ふるさと森
林組合などの団体等に
対する出資金などを示
しています。

ふるさと融資、高齢者
住宅整備資金などの貸
付金を示しています。

公共施設整備基金、ス
ポーツ振興基金、土地
開発基金、生涯学習推
進基金などの用途が、
特定化されている基金
（特定目的基金）を示
しています。

退職手当組合が保有す
る資産の白鷹町分相当
額を示しています。

財政調整基金、減債基
金、歳計現金を示して
います。

町税、貸付金などの未
収金を示しています。

町債の平成17年度末残
高のうち平成18年度に
償還が予定されている
町債元金額を「流動負
債」の「翌年度償還予定
額」に計上し、それ以
外の町債元金額を「固
定負債」に計上してい
ます。

年度末に在職する普通
会計職員全員が自己都
合により退職したと仮
定した場合に必要とな
る退職手当額を示して
います。

「資産」は、将来も町民生活や行政活動に役立つもの
として、後世に引き継がれる「町民の財産」です。

「負債」は、後世の
町民が、将来の町税、
地方交付税などによ
って賄っていくこと
になる債務で、「後世
の町民の負担」と言
えます。大部分は、
地方債（借金）の未償
還額（借金残額）です。

「正味資産」は、資産合計から負債合計を差し引い
た残額であり、これまでの世代が負担し（町税など）、
将来の返済や支出の必要のない資産額です。

　「将来の財政負担」②は「②へ充てるための財源」①を超過しています。これは、将来世代も
社会資本などの受益者となるため、「町民負担の世代間の公平」の観点から、社会資本（有形固定資
産）の整備の財源として地方債を発行（借金）していることなどによるものです。この超過額は、
将来の町税、地方交付税（国からの交付金）などによって賄っていくことになります。

②へ充てるための財源（財務財源）①　4,230百万円
［投資等3,437百万円＋流動資産793百万円］

将来の財政負担（負債合計）②　　　13,075百万円
今まで整備した社会資本に対して将来必要となる財政負担

［②－①］　　　　　　　　　　　　  8,845百万円

【財務バランスシート】

白鷹町のバランスシート（平成17年度末版）〈要約版〉

詳しい分析資料をご覧になりたいかたは、政策改革課財政係（☎85－6124）まで
町のホームページでも公開しています。

「財政の概要」をホームページで公開しています。併せてご覧ください。
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「
白
鷹
町
」の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

紛
失
の
際
の
弁
償
金
に
つ
い
て

○
弁
償
金
と
は

　

こ
れ
ま
で
、
廃
車
手
続
き
の
際
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
紛
失
さ
れ

て
い
る
か
た
に
つ
い
て
は
、「
軽
自

動
車
税
廃
車
申
告
書
兼
標
識
返
納

書
」
申
告
理
由
欄
の
「
紛
失
」
に

チ
ェ
ッ
ク
を
付
け
て
い
た
だ
く
だ

け
で
廃
車
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、「
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
再

発
行
」
を
さ
れ
る
か
た
に
つ
い
て

は
弁
償
金
と
し
て
２
０
０
円
を
納

め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
な
く
し
た
と

い
う
事
実
は
同
じ
で
あ
る
の
で
、

再
発
行
時
の
み
な
ら
ず
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
を
紛
失
し
廃
車
さ
れ
る

際
も
、
お
客
さ
ま
の
故
意
・
過
失

に
よ
る
場
合
は
弁
償
金
と
し
て
２

０
０
円
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。

○
実
施
開
始
日　

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら

車
体
変
更
手
続
き
の
廃
止
に
つ
い

て○
車
体
変
更
手
続
き
の
廃
止
と
は

　

こ
れ
ま
で
、「
白
鷹
町
」
の
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
そ
の
ま
ま
に
、

「
車
体
変
更
」
の
手
続
き
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
、

届
出
も
な
い
ま
ま
に
簡
単
に
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
替
え
、
い

ざ
廃
車
す
る
際
に
車
体
が
違
う
と

い
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
付
け
る
必
要
の
な
い
車
両

に
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
る

と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
車

体
を
替
え
る
際
に
は
、
旧
車
体
を

廃
車
し
た
後
に
、
新
車
体
で
の
新

規
登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ

れ
に
伴
い
新
し
い
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
を
お
渡
し
し
ま
す
。

○
実
施
開
始
日

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら

○
持
ち
物

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
印
鑑

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
に
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

他
の
市
町
村
に
転
出
し
た
り
他

人
に
譲
渡
・
転
売
等
を
し
た
場
合
、

ま
た
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
で
長
期
間
放
置
し
て
あ
る

場
合
で
も
、
当
該
軽
自
動
車
等
の

名
義
変
更
の
届
出
や
、
廃
車
の
届

出
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
課
税
台

帳
上
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

届
出
が
遅
れ
る
と
、
軽
自
動
車

税
を
納
税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
毎
年

３
月
31
日
ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

小
型
特
殊
自
動
車
農
耕
作
業
用

（
ト
ラ
ク
タ
ー
等
）
に
つ
い
て
も
、

乗
用
装
置
を
有
す
る
も
の
は
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
手
続
き
が
必
要

で
す
。

白
鷹
町
軽
自
動
車
税
課
税
保
留
処

分
事
務
取
扱
要
綱
を
制
定
し
ま
し

た○
軽
自
動
車
税
の
課
税
保
留

　

軽
自
動
車
等
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
を
付
け
た
ま
ま
解
体
し
た
、

軽
自
動
車
等
が
盗
難
に
あ
っ
た
な

ど
の
廃
車
を
し
た
く
て
も
で
き
な

い
車
両
に
つ
い
て
、「
課
税
保
留
」

と
い
う
制
度
に
よ
り
軽
自
動
車
税

の
納
入
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
く
ま
で
も
廃
車
を
し
た
く
て

も
で
き
な
い
車
両
に
つ
い
て
の
制

度
で
す
の
で
、
廃
車
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
に
、
お
客
さ
ま
の
都
合

に
よ
り
廃
車
し
て
い
な
い
車
両
に

つ
い
て
は
含
み
ま
せ
ん
。

○
申
請
方
法

　

軽
自
動
車
等
に
関
す
る
申
立
書

と
と
も
に
、
各
要
件
に
必
要
な
添

付
書
類
（
た
と
え
ば
解
体
の
場
合

は
、
軽
自
動
車
等
解
体
証
明
書
）

を
町
民
税
務
課
町
税
係
ま
で
お
出

し
く
だ
さ
い
。
お
客
さ
ま
か
ら
の

申
し
立
て
に
基
づ
き
調
査
を
行
い
、

「
課
税
保
留
」
す
る
か
否
か
決
定

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
要
綱
施
行
日

　

平
成
19
年
１
月
１
日

■
ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、

町
民
税
務
課
町
税
係
（
℡
85

－

６

１
３
２
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

町
民
税
務
課
よ
り
お
し
ら
せ

軽
自
動
車
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

「
白
鷹
町
」
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
が
付
い
て
い
る
軽
自
動
車
（
総

排
気
量
が
１
２
５
cc
ま
で
の
原
動

機
付
自
転
車
、
農
耕
用
な
ど
の
小

型
特
殊
自
動
車
が
対
象
）
の
手
続

き
が
、
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

2111ん
この車輌が対象です

軽
自
動
車
の
廃
車
及
び
名
義
変
更
は
お
済
み
で
す
か
？
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町
指
定
無
形
文
化
財
「
高
玉
芝

居
」
は
、
遠
く
江
戸
の
時
代
か
ら

多
く
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
、
人
び

と
に
涙
と
感
動
を
与
え
続
け
て
き

ま
し
た
。
地
元
の
農
民
た
ち
に
よ

り
、
祭
礼
な
ど
で
演
じ
ら
れ
て
き

た
「
高
玉
芝
居
」
は
、
屋
代
郷
亀

岡
か
ら
語
り
継
が
れ
て
お
り
、「
浄

瑠
璃
」
に
よ
る
「
歌
舞
伎
」
か
ら

時
代
の
変
遷
と
と
も
に
「
浪
曲
」

を
取
り
入
れ
た
「
浪
曲
連
鎖
劇
」

と
し
て
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
全
国
の
多
く
の
地
芝
居
の
継

承
が
途
絶
え
て
い
く
中
、
創
始
者

た
ち
の
息
づ
か
い
が
連
綿
と
し
て

伝
承
さ
れ
、
多
く
の
人
び
と
に
愛

好
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
世
代
を
担
う
後
継
者
を
育

成
し
、
人
び
と
に
感
動
を
与
え
つ

づ
け
て
い
る
「
高
玉
芝
居
」
を
伝

承
・
継
承
し
て
い
く
た
め
「
高
玉

芝
居
定
期
公
演
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
い
つ　

２
月
11
日
（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分

　
　

（
受
付
開
始　

午
後
１
時
）

▼
ど
こ
で　

さ
く
ら
の
里
文
化
伝

承
館
（
蚕
桑
地
区
公
民
館
）

▼
演
目
「
松
竹
梅　

三
兄
弟
五
月

の
仇
討
」

▼
定
員　

２
８
０
人

▼
入
場
前
売
券　

５
０
０
円

（
中
学
生
以
下
無
料
）

＊
前
売
券
に
残
席
あ
る
場
合
の
み
、

　

当
日
券
販
売
し
ま
す
（
当
日
券

　

を
お
求
め
の
か
た
は
、
多
少
お

　

待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

　

す
）。

▼
入
場
券
販
売　

中
央
公
民
館
、

各
地
区
公
民
館

▼
主
催　

白
鷹
町
教
育
委
員
会
・

蚕
桑
地
区
公
民
館

＊
高
玉
芝
居
に
ま
つ
わ
る
資
料
の

　

展
示
、
売
店
コ
ー
ナ
ー
（
地
元

　

の
農
産
物
を
利
用
し
た
農
産
加

　

工
品
の
販
売
）
も
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

蚕
桑
地
区
公
民

館
（
☎
85

－

２
１
５
３
）

町
無
形
文
化
財

�
高
玉
芝
居
�
�
公
演
�
�
�

世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
へ
提
案
し
ま
し
た

�
出
羽
三
山
�
最
上
川
�
織
�
�
�
文
化
的
景
観
�

―
母
�
�
山
�
母
�
�
川
�
�
�
�
�
人
間
�
自
然
�
共
生
風
土―

　

県
内
に
は
、
秀
麗
な
山
々
や
最

上
川
な
ど
の
豊
か
で
美
し
い
自
然
、

優
れ
た
伝
統
文
化
や
歴
史
的
建
造

物
、
出
羽
三
山
信
仰
や
草
木
塔
に

代
表
さ
れ
る
独
特
の
精
神
文
化
な

ど
、
数
多
く
の
貴
重
な
資
産
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
山
形

な
ら
で
は
の
資
産
は
、
人
類
共
通

の
貴
重
な
宝
と
し
て
未
来
に
残
す

べ
き
文
化
遺
産
で
あ
る
と
考
え
、

「
出
羽
三
山
と
最
上
川
が
織
り
な

す
文
化
的
景
観
」
の
世
界
遺
産
登

録
を
目
指
し
、
山
形
県
と
22
市
町

村
（
※
）
が
共
同
で
文
化
庁
に
対

し
「
世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
」
登

録
へ
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

　

白
鷹
町
関
連
で
は
出
羽
三
山
関

係
の
文
化
財
等
と
し
て
、
国
指
定

重
要
文
化
財
「
観
音
寺
観
音
堂
」

と
「
道ど

う
ち
み
ち

智
道
」
が
登
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

◇
世
界
遺
産
と
は

　

世
界
遺
産
は
、
地
球
の
生
成
と

人
類
の
歴
史
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
、
過
去
か
ら
引
き
継
が
れ
た
貴

重
な
宝
物
の
こ
と
で
す
。

　

世
界
遺
産
に
は
、
様
々
な
国
や

地
域
に
住
む
人
々
が
誇
る
文
化
財

や
自
然
環
境
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ

ら
は
国
際
協
力
を
通
じ
た
保
護
の

下
、
国
境
を
越
え
今
日
に
生
き
る

世
界
の
す
べ
て
の
人
々
が
共
有
し
、

次
の
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く
べ

き
も
の
で
す
。

◇
世
界
遺
産
の
種
類

　

記
念
工
作
物
、
建
造
物
群
、
遺

跡
な
ど
の
「
文
化
遺
産
」
や
、
地

形
、
地
質
、
生
態
系
、
景
観
な
ど

の
「
自
然
遺
産
」、文
化
遺
産
と
自

然
遺
産
の
両
方
を
兼
ね
備
え
て
い

る
「
複
合
遺
産
」
の
３
種
類
が
あ

り
ま
す
。

※
山
形
市
、
鶴
岡
市
、
酒
田
市
、

新
庄
市
、
寒
河
江
市
、
村
山
市
、

天
童
市
、
東
根
市
、
尾
花
沢
市
、

中
山
町
、
河
北
町
、
西
川
町
、
朝

日
町
、
大
江
町
、
大
石
田
町
、
舟

形
町
、
大
蔵
村
、
戸
沢
村
、
高
畠

町
、
白
鷹
町
、
庄
内
町
、
遊
佐
町

県
�
市
町
村

文化庁

世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
登
載

世
界
遺
産
登
録
推
薦
書
作
成

�
�
�
�
世
界
遺
産
委
員
会

文化審議会

世界遺産関係省庁会議

決
定
・
登
録

◇
世
界
遺
産
登
録
に
つ
い
て

問い合わせ
政策改革課政策企画係

☎85－6123
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成
18
年
中
に
会
社
を
退
職
し
た

　

か
た
。

　

ニ
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

　

給
し
て
い
る
か
た
。

②
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
か
た
。

③
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
を
受

　

け
よ
う
と
す
る
か
た
。

 

申
告
書
�
書
�
方

　

町
県
民
税
の
申
告
書
は
２
月
２

日
に
配
布
し
ま
す
。
書
き
方
に
つ

い
て
は
、
２
月
２
日
配
布
の
「
平

成
19
年
度
分
町
民
税
県
民
税
の
申

告
の
手
び
き
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
の
計
算
の
仕
方
を
書

い
た
書
類
は
、
２
月
２
日
に
平
成

17
年
中
農
業
所
得
の
あ
っ
た
か
た

に
の
み
配
布
し
ま
す
。
平
成
18
年

か
ら
新
た
に
農
業
所
得
が
あ
る
か

た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
相
談
�
�
�  

�

�
必
要
�
�
�

　

町
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の

確
定
申
告
に
は
次
の
も
の
が
必
要

で
す
。
忘
れ
ず
に
会
場
に
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

①
印
鑑

②
町
か
ら
配
布
さ
れ
た
町
県
民
税

　

の
申
告
書
と
税
務
署
か
ら
配
布

　

さ
れ
た
確
定
申
告
書

③
昨
年
中
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

　

◇
給
与
所
得
者
…
源
泉
徴
収
票
、

　
　

給
与
支
払
証
明
書

　

◇
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
…

　
　

公
的
年
金
等
源
泉
徴
収
票

　

◇
営
業
等
所
得
者
…
収
入
や
経

　
　

費
の
わ
か
る
帳
簿
な
ど

④
生
命
保
険
料
の
掛
金
支
払
証
明
書

⑤
損
害
保
険
料
の
掛
金
支
払
証
明
書

⑥
国
民
年
金
保
険
料
等
の
支
払
を

　

証
す
る
書
類

⑦
身
障
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳

⑧
預
金
口
座
番
号

⑨
平
成
18
年
中
に
新
増
築
、
購
入

　

な
ど
に
よ
り
家
屋
を
取
得
し
、

　

住
宅
借
入
金
（
取
得
）
等
特
別

　

控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

　

る
か
た
は
、
前
記
の
ほ
か
に
次

　

の
書
類
が
必
要
で
す
。

　

●
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入

　
　

金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

　

●
住
民
票
の
写
し

　

●
家
屋
の
登
記
簿
謄（
抄
）本

　

●
工
事
請
負
契
約
書（
写
）ま
た

　
　

は
建
物
の
売
買
契
約
書（
写
）

　

●
増
改
築
の
場
合
は
、
建
築
確

　
　

認
済
証（
写
）若
し
く
は
検
査

　
　

済
証（
写
）ま
た
は
増
改
築
等

　
　

工
事
証
明
書

＊
な
お
、
住
宅
借
入
金
（
取
得
）

等
特
別
控
除
に
は
適
用
要
件
が
あ

�

�
�
�
�
�
町
県
民
税
�
申
告
�
所
得
税
�
確
定
申
告
�
時
期
�
�
�

町
内
�
公
民
館
�
�
�
会
場
�
�
申
告
相
談
�
受
�
付
�
�
�
�
申
告

期
限
�
�
町
県
民
税
��
所
得
税
�
�
�
�
�
�
月
15
日
�
�
�
町
県
民

税
�
申
告
書
�
�
原
則
�
�
�
�
月
�
日
現
在
�
住
所
�
�
�
市
区
町

村
�
提
出
�
�
�
�
�
�
�

税
�
申
告

平成19年度分町県民税と
平成18年分所得税の主な改正点
１. 町県民税所得割の税率が10％（町民税６％、県民税４％）

　になります。

２．県民税として、県民税均等割同額の「やまがた緑環境税」

　が増額になります。

３．分離課税等に係る町県民税の税率が、町民税６％、県民税

　４％と同じの割合になります。ただし、町民税と県民税を合

　わせた税率はこれまでと変わりません。

４．町県民税所得割の定率減税がなくなります。

５．所得税の定率減税が10％相当額（限度額125,000円）になり

　ます。平成19年分所得税では、定率減税はなくなります。

６．所得税と町県民税の人的控除額の差による負担を調整する

　ため、町県民税所得割から次の額が減額になります。

　①町県民税の課税所得金額が200万円以下のかた

　　人的控除額の差の合計額と町県民税の課税所得金額のいず

　　れか小さい額の５％。

　②町県民税の課税所得金額が200万円超のかた

　　｛人的控除額の差の合計額－（町県民税の課税所得金額－

　　200万円）｝の５％。ただし、この額が2,500円未満のとき

　　は、2,500円になります。

７．所得税で、寄付金控除の適用下限額が１万円から５千円に

　なります。

８．「平成19年度分の町県民税に係る課税所得金額の合計額」か

　ら「所得税と町県民税の人的控除額の差の合計額」を控除し

　た金額があるかたのうち、「平成20年度分の町県民税に係る課

　税所得金額の合計額」から「人的控除額の差の合計額」を控

　除した金額がない場合、平成19年１月１日現在の住所地の市

　町村長への申請により、平成19年度分の町県民税が変更前の

　税額まで減額になります。

町民税 県民税

土地、建物等の長期譲渡所得 3％（3.4％） 2％（1.6％）

土地、建物等の短期譲渡所得 5.4％（6％） 3.6％（3％）

＊（　）内はこれまでの税率です。

町 

県 

民 

税

 

申
告
�
必
要
�
�
�

　

次
の
よ
う
な
か
た
は
、
町
県
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

①
昨
年
中
（
平
成
18
年
１
月
１
日

　

〜
平
成
18
年
12
月
31
日
）
に
所

　

得
が
あ
っ
た
か
た
（
公
的
年
金

　

な
ど
の
受
給
者
を
含
む
）。た
だ

　

し
、
給
与
所
得
者
は
次
に
該
当

　

す
る
か
た
。

　

イ
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

　

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
た
。

　

ロ
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
事
業

　

所
得
、
不
動
産
所
得
、
配
当
所

　

得
、
雑
所
得
な
ど
の
所
得
が
あ

　

っ
た
か
た
。

　

ハ
給
与
所
得
だ
け
の
か
た
で
平 申

告
期
限
�

�
月
15
日
�
�
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り
ま
す
の
で
、
あ
て
は
ま
る
か
ど

う
か
お
確
か
め
の
う
え
、
準
備
さ

れ
る
よ
う
お
す
す
め
し
ま
す
。

⑩
平
成
18
年
中
に
多
額
の
医
療
費

　

の
支
払
い
が
あ
っ
た
か
た
で
、

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た
は
、

　

医
療
費
の
領
収
書
が
必
要
で
す
。

��

願�

�

○
農
業
所
得
を
簡
易
計
算
で
申
告

　

さ
れ
る
か
た
へ

　

農
業
所
得
に
係
る
す
べ
て
の
収

　

入
金
（
雑
収
入
を
含
む
）
に
基

　

づ
い
て
計
算
し
ま
す
の
で
、
販

　

売
し
た
金
額
の
わ
か
る
販
売
証

　

明
な
ど
の
書
類
が
必
要
に
な
り

　

ま
す
。
自
家
消
費
や
贈
答
、
現

　

物
支
払
な
ど
は
、
数
量
の
把
握

　

が
必
要
で
す
。

〇
農
業
所
得
を
収
支
計
算
で
申
告

　

さ
れ
る
か
た
へ     

　

農
業
に
お
け
る
収
入
そ
し
て
経

　

費
の
す
べ
て
の
資
料
を
基
に
計

　

算
さ
れ
た
収
支
計
算
書
の
提
出

　

が
必
要
で
す
。

　

計
算
の
も
と
に
な
っ
た
資
料
も

　

申
告
の
際
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
18
年
分
よ
り
収
支
計
算
に

　

な
る
か
た
は
、「
農
業
所
得
計
算

　

ノ
ー
ト
」
な
ど
に
収
入
と
支
出

　

の
内
容
を
記
入
の
う
え
、
ご
持

　

参
く
だ
さ
い
。

〇
農
業
者
年
金
経
営
移
譲
に
関
係

　

さ
れ
る
か
た
へ

　

農
業
所
得
の
申
告
名
義
人
が
正

　

し
い
か
確
認
の
う
え
申
告
し
て

　

く
だ
さ
い
。

〇
農
業
を
し
て
い
る
か
た
へ

　

新
規
に
購
入
さ
れ
た
農
機
具
な

　

ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
そ
の
領
収

　

書
や
販
売
証
明
書
を
ご
持
参
く

　

だ
さ
い
。

　

農
機
具
を
共
有
で
購
入
さ
れ
た

　

か
た
は
、
申
告
前
に
町
民
税
務

　

課
に
領
収
書
や
販
売
証
明
書
を

　

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
農
作
業
の
委
託
費
や
小
作
料
の

　

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

　

は
、
支
払
額
、
支
払
先
を
明
確

　

に
記
入
し
て
申
告
前
に
提
出
し

　

て
く
だ
さ
い
。

○
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度

　

に
関
わ
る
収
入
金
等
に
つ
い
て

　

は
、
事
前
に
町
民
税
務
課
で
把

　

握
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

○
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
あ

　

る
か
た
は
、
租
税
公
課
を
求
め

　

る
際
、
固
定
資
産
税
の
課
税
明

　

細
書
で
確
認
で
き
ま
す
の
で
ご

　

持
参
く
だ
さ
い
。

〇
配
偶
者
控
除
や
配
偶
者
特
別
控

　

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た
は
、

　

配
偶
者
の
平
成
18
年
中
の
所
得

　

を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
（
給

　

与
明
細
な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ

　

さ
い
。

○
平
成
19
年
度
に
所
得
額
証
明
・

　

課
税
証
明
・
非
課
税
証
明
な
ど

　

が
必
要
な
か
た
は
、
収
入
の
有

　

無
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
を
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
県
民
税
の
自
書
申
告
を

　

さ
れ
る
か
た
へ

　

自
書
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
収
入
や
経
費
の
分
か
る
書
類
、

計
算
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
給
与
、
年
金
な
ど
の
あ
る
か
た

　

は
、
源
泉
徴
収
票
を
添
え
て
く

　

だ
さ
い
。

●
田
畑
の
小
作
料
、
家
賃
の
あ
る

　

か
た
は
、
そ
の
明
細
書
を
添
付

　

し
て
く
だ
さ
い
。

●
各
種
控
除
の
証
明
書
は
必
ず
添

　

付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
所
得
税
確
定
申
告
の
必
要
が
な

　

い
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
印
鑑
を
忘
れ
ず
に
押
し
て
く
だ

　

さ
い
。

＜受付時間＞朝８時45分～午後３時

（午前の部は午前11時まで）

＊受付は昼も行います。

＊申告は受付簿に記入された順に行います。

＊各地区公民館・中央公民館は朝8時30分開館となり

　ます。開館時間にご協力ください。

＊
相
談
会
場
が
同
じ
場
合
は
�
い
つ
で
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
�

�
例
�
３
月
７
日
が
指
定
の
日
の
か
た
で
都
合
が
つ
か
な
い
か
た
は
�
３
月
２
日
か
ら
７
日
ま
で
の
間
�
会
場
が
ハ
�
モ
ニ
�
プ
ラ
ザ
�
で
あ
れ
ば
�
い
つ
で
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
�

給与支払報告書の提出はお早めに
…平成18年中に支払給与のある場合は、法律で定められていますので給与支払報告書を町民税務課町税係へ提出してく

 ださい。また、給与支払報告書の提出期限が近づきますと窓口が込み合いますので、早めに提出してください。

�
申
告
相
談
�
準
備
�
都
合
上
�
�
�
�
�
�
指
定
�
�
�
日
�
会
場
�
受
�
�
�
�
�
�
�
願
�
�
�
�
�

�
指
定
�
�
�
会
場
�
都
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
前
�
�
�
町
民
税
務
課
町
税
係
�
�
連
絡
�
�
�
�
�

�
申
告
期
間
中
�
�
町
民
税
務
課
町
税
係
�
事
務
室
�
�
相
談
�
受
�
付
�
�
�
�
�
�
�
協
力
�
�
�
�
�

�
中
央
公
民
館
�
�
�
月
�
日
�
14
日
�
相
談
�
�
受
付
順
�
�
�
�
�
�
�
十
王
�
荒
砥
地
区
�
�
�
�
優
先
�
�
�
�

問い合わせ

町民税務課町税係 ☎85－6132

平成 19 年度所得税と町県民税の申告相談受付日程

月
日

曜
日

会場
相談受付地域

午前 午後

2/15 木 中山林業センター 中田、原、上原
堀之内、北原、 
針生

16 金 鷹山地区公民館 山道、西 新屋敷1・2

19 月 〃
下折居、上折
居、西原、細野

東小手沢、南

20 火 東根地区公民館 南部1・2 南部3・4・5

21 水 〃 中部1・2 中部4・5･6

22 木 〃 北部1・2 北部3・4

23 金 〃
中部3、
東部1・2

東部3・4

26 月 蚕桑地区公民館 蚕桑3・4 蚕桑1・2・5

27 火 〃 蚕桑6・7 蚕桑8・9・10

28 水 〃 蚕桑11・13
蚕桑12・16・
17・18 

3/ １ 木 〃 蚕桑14・15 蚕桑19・20

２ 金 ハーモニープラザ 鮎貝3・4・12 鮎貝10・14

５ 月 〃 鮎貝1・6
鮎貝5、高岡1、
深山1

６ 火 〃 鮎貝7・8・9
鮎貝2、高岡2、
深山2

７ 水 〃 鮎貝13 鮎貝11、黒鴨

８ 木 中央公民館大ホール 十王1・2・3 十王4・5・6・7

９ 金 〃
貝生3、
菖蒲1・2

十王8・9・10

12 月 〃
貝生2、下山、
佐野原

仲町2、貝生1、
大瀬

13 火 〃 八幡1・2、新町
出来町2、
横町2、仲町4

14 水 〃
上町、出来町
1、横町1

仲町1･3

15 木 〃
指定された会場においでにな
れなかったかた
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　12月７日、中山地区で、鷹山地区農免農
道開通式が開かれました。主要地方道山形
白鷹線と国道348号線を結ぶ幹線農道の整
備のために、平成４年度から事業が進めら
れてきました。式には、地元区、施工業者、
県などの協力・関係者が出席し、神事のあ
とテープカットが行われ、全員でパレード
を行いました。冬場は閉鎖され、春から本
格的に新鮮な野菜の輸送路、そして農村と
都市の交流道路として活用されます。

白
鷹
山
麓
�
交
流
促
進
�
�
�
�

鷹
山
地
区
農
免
農
道
�
開
通

　12月14日、鷹山小学校において、鷹山小、
中山小の全校児童が出席し、集合学習が行
われました。平成17年度から同じ鷹山地区
の小学校として両校の交流を深めるために
実施しているもので、今回が５回目。百人
一首やゲームなどで触れ合ったあと、統合
後の学級編成に合わせて授業を受けました。
１月と２月には合同スキー教室を行う予定
で、４月には全員が仲間として、安心して
新しいスタートを切ります。

�
月
�
�
�
�
�
�
�
願
�
�
�
�

鷹
山
小
�
中
山
小
�
児
童
�
集
合
学
習

　12月17日、中央公民館で、影絵劇場が開
かれました。来場者が参加しての影絵遊び
のあと、影絵と役者の共演、そしてアニメ
ーションと音が融合した影絵劇が繰り広げ
られました。上演された劇は、宇宙を旅し
て大切なことを知るという物語「星の王子
さま」。劇では「本当に大切なことは目に見
えない。」、「守るべき者には責任がある」な
どと、訪れたお父さんお母さん、そして子
どもたちの心に訴えかけました。

白
鷹
学
講
座
�
�
�
�

影
絵
劇
場�

星
�
王
子
�
�

　12月23日、ヤナ公園で、物産交流施設オ
ープン記念式が開かれました。この施設は、
本町初の情報発信・交流拠点として整備が
進められてきたものです。式には、商工会
や地元区、漁協などの協力・関係者が出席
し、神事のあとテープカットを行いました。
地元の皆さんによるもちつき・振る舞いも
行われ、お客さまを喜ばせました。今後は、
道路情報機能などを充実させ、人びとのふ
れあいの場として広く活用されます。

町
�
�
�
�
�
�
魅
力
�
情
報
発
信

物
産
交
流
施
設
�
�
�
�
�

鮎
貝
八
幡
宮
石
段
�
雪
明
�
�

�
照
�
�
�
�
�
�

　

昨
年
の
大
晦
日
か
ら
今
年
元
旦

に
か
け
、
鮎
貝
八
幡
宮
の
石
段
に

雪
灯と
う
ろ
う籠

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

に
ぎ
わ
い
づ
く
り
の
た
め
に
と

地
元
の
商
店
会
が
呼
び
か
け
、
内

町
子
ど
も
会
と
内
町
八
幡
会
の
皆

さ
ん
が
作
業
し
ま
し
た
。
２
回
目

と
な
る
今
回
は
、
雪
が
少
な
く
開

催
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
日

降
っ
た
雪
を
か
き
集
め
て
つ
く
り

あ
げ
ま
し
た
。

　

61
段
あ
る
石
段
と
そ
の
前
後
に

約
80
基
設
置
さ
れ
た
雪
灯
籠
は
、

夜
11
時
に
点
灯
し
、
初
詣
に
訪
れ

た
多
く
の
か
た
が
た
の
足
元
を
や

わ
ら
か
な
光
で
包
ん
で
い
ま
し
た
。

　

地
元
の
皆
さ
ん
は
雪
が
な
け
れ

ば
ダ
ン
プ
で
運
ん
で
く
る
と
い
う

意
気
込
み
で
、
今
後
も
毎
年
行
う

予
定
で
す
。



　　 広報しらたか　2007.1.12●19

　12月26日、あゆかい保育園で、ひまわり
組の園児の皆さんがそば打ちを体験しまし
た。子どもたちに、そば打ちの工程を肌で
知ってもらい、本物のそばを味わってほし
いということで、地元ののどか村の皆さん
の協力で実施したもの。そば粉を丸め、棒
で伸ばし、切る作業を園児が一人ひとり体
験しました。不慣れな手つきで、そばの先
生がたを緊張させながらも一生懸命つくる
様子が印象的でした。

少
�
早
�
年
越
�
�
�
�
味
�
�
�
�
�

�
�
�
�
保
育
園
園
児
�
�
�
打
�

　12月10日、パワーセンターにおいて、親
子で南極の話を聞く会が行われました。蚕
桑出身の佐藤元保さんを講師に招き、白鷹
町商工会が主催したもの。佐藤さんは、南
極観測越冬隊員の活動や南極の自然の話を
はじめ、地球環境の保全などについて講演
されました。講演後には、南極の氷が手渡
され、子どもたちは数十万年前の大気がピ
チピチとはじける音を耳で確かめながら、
神秘的な氷水を味わいました。

遠
�
氷
�
大
地
�
手
�
取
�
�
�
�

親
子
�
南
極
�
話
�
聞
�
会

中
山
小
学
校
�
�
�
�
�
設

置
�
�
�
�
�

　

12
月
８
日
、
中
山
小
学
校
を
会

場
に
、
救
急
処
置
講
習
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
中
山
小
に

設
置
さ
れ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
、

心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
応
急
手
当
を

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
町
が

実
施
。
地
区
住
民
17
人
が
参
加
し
、

消
防
署
白
鷹
分
署
の
か
た
を
講
師

に
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
使
い
方
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
、
県
が
救
護
体
制
の

充
実
を
目
的
に
展
開
し
て
い
る
Ａ

Ｅ
Ｄ
集
落
設
置
推
進
事
業
を
活
用

し
て
導
入
さ
れ
、
中
山
小
体
育
館

入
口
付
近
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

本
事
業
は
救
急
車
到
着
ま
で
10
分

以
上
を
要
し
、
集
落
人
口
１
０
０

人
以
上
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

竹
田
詩
苑
�
��
荒
砥
小
�
年
�

�
作
品
�
�
県
健
康
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
選
�
�
�
�
�

　

こ
の
た
び
、
国
民
健
康
保
険
健

康
づ
く
り
ポ
ス
タ
ー
募
集
事
業
に

お
い
て
、
竹
田
詩
苑
く
ん
が
最
優

秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
山
形
県
国
民
健
康
保

険
団
体
が
主
催
す
る
も
の
で
、
子

ど
も
た
ち
に
健
康
に
つ
い
て
自
覚

さ
せ
、
県
民
へ
の
健
康
づ
く
り
普

及
推
進
を
目
的
に
、
毎
年
一
市
町

村
を
対
象
に
行
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
最
優
秀
賞
の
作
品
は
、
県
の

健
康
づ
く
り
の
啓
発
ポ
ス
タ
ー
と

し
て
作
成
さ
れ
、
一
年
間
県
内
各

所
に
掲
示
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
省
�
�

�
�
�
�
�
長
井
線
利
用
拡
大

　

11
月
18
日
、
蚕
桑
駅
前
に
て
、

「
１
０
０
万
人
の
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ

イ
ト
in
し
ら
た
か
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
「
で
ん
き
を
消
し
て
ス

ロ
ー
な
夜
を
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
に
、
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
の
白
鷹
版
で
す
。

電
気
を
消
し
て
ろ
う
そ
く
の
灯
り

で
過
ご
す
こ
と
で
、
消
費
電
力
量

を
削
減
し
な
が
ら
、
地
球
環
境
や

家
族
、
生
活
の
こ
と
な
ど
を
考
え

ま
し
ょ
う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
、
蚕
桑
駅
及
び
地
元

雪
舟
町
地
区
の
皆
さ
ん
に
も
ご
協

力
い
た
だ
き
、
可
能
な
限
り
電
気

を
消
し
て
ろ
う
そ
く
の
灯
り
だ
け

で
の
『
駅
前
ラ
イ
ブ
』
を
開
催
。

東
高
玉
在
住
の
長
谷
部
真
弓
さ
ん

の
ピ
ア
ノ
演
奏
を
は
じ
め
、
町
内

在
住
ま
た
は
出
身
の
か
た
が
た
の

歌
や
ト
ー

ク
で
、
会

場
は
温
か

い
空
気
に

包
ま
れ
ま

し
た
。
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第
29
回
白
鷹
町
民
卓
球
大
会

種
目
別
結
果

12
／
３
�
日
�
中
央
公
民
館

●
団
体
戦

１
位　

荒
砥

２
位　

東
中
Ａ

３
位　

東
根
Ｂ

●
男
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

川
村　

将
洋
（
東
中
）

２
位　

菅
原　

謙
一
（
鶴
岡
市
）

３
位　

加
藤　

秀
人
（
荒
砥
）

●
中
学
男
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

青
木　

慎
介
（
東
中
）

２
位　

紺
野　

天
地
（
東
中
）

３
位　

新
野　

央
昂
（
東
中
）

●
中
学
女
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

渋
谷　
　

愛
（
東
中
）

２
位　

紺
野　

好
香
（
東
中
）

●
小
学
男
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

新
野　

順
二（
白
鷹
東
ス
ポ
少
）

２
位　

庄
司　
　

拡（
仲
町
ク
ラ
ブ
）

３
位　

菅
原　

大
貴
（
鶴
岡
市
）

●
小
学
女
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

菅
原　

美
里
（
鶴
岡
市
）

２
位　

鈴
木　

麻
由（
白
鷹
東
ス
ポ
少
）

３
位　

鈴
木
あ
い
る（
白
鷹
東
ス
ポ
少
）

●
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
男
子
シ
ン
グ
ル
ス

１
位　

川
井　

良
一
（
東
根
）

２
位　

山
口　

良
浩
（
荒
砥
）

３
位　

高
橋　

隆
之
（
荒
砥
）

●
男
子
ダ
ブ
ル
ス

１
位　

菅
原　

謙
一
（
鶴
岡
市
）

　
　
　

高
橋　

隆
之
（
荒
砥
）

２
位　

佐
藤　

吉
宏
（
東
中
）

　
　
　

川
村　

将
洋
（
東
中
）

３
位　

山
口　

良
浩
（
荒
砥
）

　
　
　

山
口　
　

顕
（
荒
砥
）

●
混
合
ダ
ブ
ル
ス

１
位　

川
村　

将
洋
（
東
中
）

　
　
　

柴
田
美
恵
子
（
十
王
）

２
位　

高
橋　

隆
之
（
荒
砥
）

　
　
　

横
山　

清
子
（
荒
砥
）

３
位　

菅
原　

謙
一
（
鶴
岡
市
）

　
　
　

菅
原　

美
里
（
鶴
岡
市
）

●
親
子
ダ
ブ
ル
ス 

１
位　

菅
原　

謙
一
・
大
貴

（
鶴
岡
市
）

２
位　

青
木
美
津
男
・
啓
介（東

根
）

３
位　

菅
原　

晴
美
・
美
里

（
鶴
岡
市
）

第
40
回
白
鷹
町
剣
道
大
会

12
／
３
�
日
�
東
中
学
校
体
育
館

◆
団
体
の
部

●
小
学
男
子

１
位　

蚕
桑
Ｂ
、
２
位　

蚕
桑
Ａ

３
位　

鮎
貝
、
荒
砥

●
小
学
女
子

１
位　

蚕
桑
Ａ
、
２
位　

鮎
貝

３
位　

荒
砥
、
蚕
桑
Ｂ

●
中
学
男
子

１
位　

東
中
Ｂ
、
２
位　

東
中
Ａ

３
位　

西
中
Ａ
、
西
中
Ｂ

●
中
学
女
子

１
位　

東
中
、
２
位　

西
中

◆
個
人
戦

●
小
学
男
子
４
年
以
下
の
部

１
位　

長
谷
部
祥
太
（
鮎
貝
小
）

２
位　

相
馬　

孝
紀
（
鮎
貝
小
）

３
位　

関　
　

恭
平
（
鮎
貝
小
）

３
位　

土
屋　

建
二
（
鮎
貝
小
）

●
小
学
男
子
５
年
の
部

１
位　

丸
川
賢
太
郎
（
蚕
桑
小
）

２
位　

板
垣　

稜
也
（
蚕
桑
小
）

３
位　

金
田　
　

同
（
蚕
桑
小
）

３
位　

金
田　

耕
哉
（
蚕
桑
小
）

●
小
学
男
子
６
年
の
部

１
位　

板
垣　

和
貴
（
蚕
桑
小
）

２
位　

丸
川　

和
輝
（
蚕
桑
小
）

３
位　

八
木　

大
地
（
荒
砥
小
）

３
位　

赤
間　

光
生
（
蚕
桑
小
）

●
小
学
女
子
１
〜
２
年
の
部

１
位　

新
宮　

菜
月
（
荒
砥
小
）

２
位　

五
十
嵐
千
華
（
蚕
桑
小
）

３
位　

鈴
木　

仁
美
（
蚕
桑
小
）

３
位　

丸
川
恵
理
花
（
蚕
桑
小
）

●
小
学
女
子
３
〜
４
年
の
部

１
位　

渡
部　

千
尋
（
蚕
桑
小
）

２
位　

金
田
日
菜
子
（
蚕
桑
小
）

３
位　

長
谷
部
陽
香
（
鮎
貝
小
）

３
位　

渡
部
真
理
子
（
鮎
貝
小
）

●
小
学
女
子
５
年
の
部

１
位　

松
木　

雅
子
（
荒
砥
小
）

２
位　

新
野　

愛
美
（
荒
砥
小
）

３
位　

金
田　

彩
香
（
蚕
桑
小
）

３
位　

岩
崎　

一
葉
（
荒
砥
小
）

●
小
学
女
子
６
年
の
部

１
位　

小
林　
　

薫
（
蚕
桑
小
）

２
位　

相
馬　

祥
子
（
鮎
貝
小
）

３
位　

梅
津　

智
華
（
荒
砥
小
）

３
位　

丸
川　
　

望
（
荒
砥
小
）

●
中
学
男
子
１
年
の
部

１
位　

岩
澤　

惇
平
（
西
中
）

２
位　

渡
部
昌
太
郎
（
西
中
）

３
位　

渡
部　

智
貴
（
西
中
）

３
位　

新
宮　

大
史
（
東
中
）

●
中
学
男
子
２
年
の
部

１
位　

松
木　

光
寿
（
東
中
）

２
位　

柳
生　

遼
馬
（
東
中
）

３
位　

松
野　

勝
典
（
東
中
）

３
位　

川
部　

純
弥
（
東
中
）

●
中
学
男
子
３
年
の
部

１
位　

稲
葉　

陽
祐
（
西
中
）

２
位　

小
口　

大
輔
（
西
中
）

３
位　

渡
部　
　

輝
（
西
中
）

３
位　

菅
原　
　

楽
（
東
中
）

●
中
学
女
子
オ
ー
プ
ン
の
部

１
位　

海
老
名
彩
香
（
東
中
）

２
位　

小
林　
　

葵
（
西
中
）

３
位　

殿
岡
裕
佳
子
（
東
中
）

３
位　

渋
谷　

瑞
貴
（
東
中
）

●
高
校
・
一
般
の
部

１
位　

奥
山　
　

久

２
位　

竹
田　

勝
成

３
位　

金
田　

孝
善

３
位　

横
井　

真
人

�
�
�
�
大
会
�
結
果



 

がんばって！

　　 広報しらたか　2007.1.12●21

“元気ニコニコしらたか21”を町民と行政が協働で推進しています！（元気ニコニコ推進会議）

元気ニコニコ

しらたか21

元気ニコニコ

しらたか21

ニコニコ掲示板
＜お知らせ＞

新年明けまして
おめでとうございます！
　昨年、「食育グループ」は
青菜やにんじん、大根など
を植え収穫し、その野菜を
使った郷土料理の調理実習
を行いました。
　大変好評で、子どもと一
緒に楽しむことができまし
た。また来年も続けていき
ますので、興味のあるかた
はぜひ参加してください。
来月は＜高齢者編＞
“ふれあいのある暮らし”
がテーマです。

みんなで元気に暮らしたい…

心豊かに元気に育つ

今月の？数字

心豊かに元気に育つためには、さまざまなことに挑戦し、いっぱい感
動することが大切です。それはたとえば、困難なことに挑戦し「やっ
たー！」と感動している暮らしです。

●73％＝Ｈ15年に行った「元気ニコニコしら
　たか21」のアンケートで「やったーと思っ
　たことがある」と答えた子どもの割合です。
●100％＝Ｈ22年には、すべての子どもたち
　がいろいろなことに挑戦し「たくさんの人
　とたくさんの感動を分かち合える」そんな
　白鷹町にしていきたいですね。感動は身近
　なところにもあるはずです。

感　　動
　感動とは、ある物事に深い感銘を受けて
強く心を動かされることです。最近では、
感動が元気な脳を育てるのではないかとい
われています。特に、好ましい感情を伴う
強い刺激（感動）を受けると、海馬（脳内
で記憶の働きをつかさどる器官）が活発に
活動することがわかってきたそうです。

 73％　　  100％

 子どもの
健康づくり

白鷹町健康増進計画

親子の感動体験

Ａさんが最近感動したこと
　小学３年生の娘にお手伝い

１回ごと10円をあげています。

貯まったお金は自由に使って

良いことにしています。最近、

熱心にお手伝いするなあと思

っていたら、わたしの誕生日

に、300円分の花束を買って

プレゼントしてくれました。

大人からすればたった300円

かもしれませんが、１回10円

のお手伝いで貯めた貴重な花

束に感動しました。Ａさんの

よう感動体験は特別な行事を

しなくても、親子がしっかり

向き合っていれば必ずあるは

ずです。心の健康のために、

感動体験について話し合って

みませんか。

感動（特に好ましい感情を伴う強い刺激）

やる気のもととなる脳内物質ドーパミン
神経伝達物質のアセチルコリンが分泌

海馬（脳内）の回路が活発化し、神経細
胞を増える

神経細胞が増えると、記憶力や意欲が
向上し、若々しい元気な脳を保つこと
ができる

  

感動は心の健康の源です
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要 

注 

意 

!!

ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
の
灯
油
漏
れ
事
故

　

毎
年
、
冬
期
に
な
る
と
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
の
灯
油
の
漏
え
い
事

故
が
多
く
発
生
し
ま
す
。
す
で
に
町
内
で
も
数
件
の
事
故
が
起
き
て

い
ま
す
。
灯
油
は
、
河
川
等
に
流
入
す
る
と
、
水
道
水
源
の
汚
染
や

魚
類
・
農
作
物
の
被
害
等
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ホ

ー
ム
タ
ン
ク
で
灯
油
を
貯
蔵
し
て
い
る
家
庭
で
は
、
次
の
こ
と
に
十

分
注
意
し
、
漏
え
い
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

◆
日
常
の
点
検

　

�
�
�
�
�
�
�
�
固
定
状
況
�
確
認
�
�
転
倒
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
器
具
�
配
管
�
�
腐
食
�
亀
裂
�
�
�
�
確
認
�
�
�
�
�
�

�

�
定
期
的
�
�
�
�
�
�
�
�
残
量
�
確
認
�
�
�
�
�
�

◆
小
分
け
す
る
と
き
の
注
意

　

�
小
分
�
中
�
�
絶
対
�
�
�
場
�
離
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
小
分
�
中
�
来
客
�
電
話
�
�
�
�
場
合
�
�
必
�
�
�

�
�

�
�
閉
�
�
�
�
対
応
�
�
�
�
�
�

�

�
小
分
�
�
�
後
�
�
�
�
�
�
完
全
�
閉
鎖
�
�
�
�
�
確
認

�
�

�
�
�
�
�
�

◆
漏
え
い
に
気
づ
い
た
ら

　
　

万
�
一
�
灯
油
�
側
溝
�
河
川
等
�
流
出
�
�
�
�
�
�
�
速

�

�
�
�
�
�
近
�
�
消
防
署
�
役
場
�
保
健
所
等
�
�
連
絡
�
�

�

�
�
�

■
連
絡
先
・
問
い
合
わ
せ

　

消
防
署
白
鷹
分
署
（
☎
85

－

５
２
４
２
）

　

建
設
水
道
課
技
術
係
（
☎
85

－

６
１
４
２
）

 

地
区
公
民
館
嘱
託
職
員（
館
長

 

代
理
・
主
事
）を
募
集
し
ま
す

◆
受
付
期
間

�

�
月
18
日
�
木
�
�
29
日
�
月
�

午
前
�
時
30
分
�
午
後
�
時

�
月
曜
日
�
午
後
�
時
�
�
�

�
土
�
日
曜
日
�
除
�
�
�
�

◆
申
込
場
所

�

白
鷹
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習

�
�
�
�
�
推
進
係
�
郵
送
�
�

可
�
29
日
必
着
�
�
�
�

◆
申
込
手
続

�

指
定
�
任
用
試
験
申
請
書
�
必

要
事
項
�
記
載
�
�
写
真
�
�
�

月
以
内
�
撮
影
�
�
�
�
�
cm
�

�
�
�
cm
�
無
帽
�
上
半
身
�
正

面
�
�
添
�
�
提
出
�
申
請
書
�

教
育
委
員
会
�
各
地
区
公
民
館
�

準
備
�
�
�
�
�
�
町
�
�
�
�

�
�
�
�
掲
載
�
�
�
�
�
�

◆
応
募
資
格

�

町
内
�
住
所
�
�
�
�
�
�
�

�
平
成
19
年
�
月
�
日
�
�
町
内

�
住
所
�
有
�
�
予
定
�
�
�
�
�

�
館
長
代
理�

昭
和
17
年
�
月
�

�

日
�
�
昭
和
47
年
�
月
�
日
�

�

�
�
生
�
�
�
�
�

�
主
事�

昭
和
27
年
�
月
�
日
�

�

�
平
成
元
年
�
月
�
日
�
�
�

�

生
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
及
�
�

�

�
�
�
操
作
�
�
�
�
�
�

◆
任
用
人
員

�

館
長
代
理
�
人�

主
事
�
人

◆
任
用
の
決
定

�

�
月
18
日
�
日
�
�
中
央
公
民

館
�
�
面
接
�
作
文
�
当
日
課
題

指
定
�
試
験
�
行
�
�
�
�
後
日
�

作
文
�
審
査
後
�
最
終
審
査
会
�

開
催
�
決
定
�
�
�
�
任
用
決
定

�
�
月
中
�
書
面
�
通
知
�
�
�
�

◆
任
用
期
間

�

平
成
19
年
�
月
�
日
�
�
平
成

20
年
�
月
31
日
�
�
�
�
年
間
�

�
再
任
用
�
可
能
�
館
長
代
理
�

�

満
65
歳
�
主
事
満
55
歳
�
�
�

�

年
度
�
�
�
�
�
�

◆
任
用
条
件

�
身
分
�
非
常
勤
嘱
託
職
員

�
原
則
�
�
�
勤
務
時
間
�
�
月 

�

�
金
曜
日
�
午
前
�
時
�
午
後

�

�
時
�
間
�
週
30
時
間
�
変
形

�

労
働
時
間
制
�
�

�
休
日
�
�
土
曜
日
�
日
曜
日
及

�

�
祝
日
�
年
末
年
始
休
暇
12
月

�

29
日
�
�
�
月
�
日
�
�
�

�
給
与
�
�
館
長
代
理
20
万
円
�

�

主
事
16
万
円
�
�
�
�
�
�
他

�

手
当
�
支
給
�
�
�
�
�

�
健
康
保
険
及
�
厚
生
年
金
保
険

�

�
加
入
�
�
�
�

◆
職
務
内
容

�
地
区
公
民
館
�
行
�
各
種
事
業

�

�
企
画
�
実
施

�
地
区
公
民
館
施
設
�
維
持
管
理

�
各
種
団
体
�
育
成
指
導

�
�
�
他
社
会
教
育
及
�
地
域
�

�

�
�
等
�
事
業
�
関
�
�
�
�

◆
そ
の
他

�

次
�
�
�
�
�
�
該
当
�
�
�

�
�
申
�
込
�
�
�
�
�
�
�

�
日
本
国
籍
�
有
�
�
�
�
�

�
地
方
公
務
員
法
第
16
号
�
該
当

�

�
�
�
�

�
禁
固
以
上
�
刑
�
処
�
�
�
�

�

�
�
執
行
�
終
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
執
行
�
受
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

■
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会

　

生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係

（
☎
85

－

６
１
４
７
）
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性
格
変
化﹇
腹
を
立
て
て
攻
撃
的

に
な
る
﹈

●
ポ
イ
ン
ト　

介
護
者
が
冷
静
に

な
っ
て
対
応
す
る

　

認
知
症
高
齢
者
の
な
か
に
は
、

性
格
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
怒
り
っ

ぽ
く
な
る
人
が
い
ま
す
。

　

原
因
の
多
く
は
、
感
情
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
の
低
下
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
上
手
に
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
ど
か
し

さ
な
ど
で
す
。
腹
を
立
て
て
攻
撃

的
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
介
護

者
も
平
静
さ
を
失
い
が
ち
で
す
。

　

上
手
に
話
題
を
変
え
な
が
ら
注

意
を
別
の
方
向
に
持
っ
て
い
く
と

か
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
場
を
離
れ

時
間
を
お
い
て
本
人
が
忘
れ
る
の

を
待
つ
こ
と
も
有
効
で
す
。

　

も
し
、
あ
ま
り
に
も
激
高
す
る

よ
う
な
ら
ば
、
専
門
医
の
診
察
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
日
常
生

活
や
環
境
を
も
う
一
度
見
直
し
て
、

原
因
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
改
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
題
行
動﹇
失
禁
・
不
潔
行
為
﹈

●
ポ
イ
ン
ト　

厳
し
く
し
か
る
こ

と
は
逆
効
果

　

介
護
者
が
も
っ
と
も
気
を
遣
い
、

め
い
っ
て
し
ま
う
の
が
失
禁
と
不

潔
行
為
で
す
。
不
潔
行
為
の
多
く

は
、「
失
敗
し
た
こ
と
を
隠
し
た
い
」

と
い
う
羞
恥
心
や
自
尊
心
の
表
れ

だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

厳
し
く
し
か
る
こ
と
が
逆
効
果
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
人
の
生
活
リ
ズ
ム
で
用
便

を
予
想
し
、
一
緒
に
用
便
に
行
く

と
い
い
よ
う
で
す
。
も
し
、
失
敗

し
た
と
き
は
「
ぬ
れ
た
か
ら
着
替

え
ま
し
ょ
う
か
」
と
か
、「
新
し
い

ほ
う
が
気
持
ち
が
い
い
よ
」
と
い

っ
て
、
平
静
に
始
末
し
ま
し
ょ
う
。

夜
間
せ
ん
妄

　

夜
起
き
だ
し
て
、
ウ
ロ
ウ
ロ
と

歩
い
た
り
、
幻
覚
を
見
て
お
び
え

た
り
、
興
奮
し
て
錯
乱
状
態
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

状
態
は
何
時
間
か
で
落
ち
着
き
ま

す
。
無
理
や
り
静
か
に
さ
せ
な
い

で
、
し
ば
ら
く
様
子
を
み
て
気
が

紛
れ
る
よ
う
に
、
他
の
部
屋
に
誘

っ
た
り
、
お
茶
を
飲
ん
だ
り
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
体
調
が
悪
い
と
き

や
水
分
摂
取
が
少
な
い
と
き
も
起

こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
体

の
健
康
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　平成18年10月２日から、戦傷病者の妻のかたへの
特別給付金の請求受付が始まっています。

◆対象となるかた

（１）新規対象者
　①平成13年４月２日から平成15年４月１日の間に、
　　夫が戦傷病者として、増加恩給・傷病年金など
　　の受給権を取得した場合の妻
　②上記の期間内に、戦傷病者としてこれらの年金
　　を受けているかたと婚姻をした妻
（２）継続支給対象者
　　平成18年に最終償還を迎えた特別給付金の受給
　権を取得した妻で、戦傷病者である夫が平成18年
　10月１日現在で増加恩給・傷病年金等を受給され
　ているかた
（３）戦傷病者が死亡した場合の対象者
　　これまでに戦傷病者の妻に対する特別給付金の
　受給権を取得した妻で、戦傷病者である夫が平成
　８年10月１日（または平成５年４月１日）以降平
　成15年３月31日までの間に死亡されたかた（戦傷
　病者である夫が平成15年４月１日以降に死亡した
　場合は、今回の請求対象にはなりません）
　＊死亡原因により支給内容が異なる場合がありま
　　すので、詳しくはお問い合わせください。

◆支給の内容

（１）新規対象者の場合
　　　…30万円（軽症者は15万円）
（２）継続支給対象者の場合
　　　…60万円～ 100万円（軽症者は半額）
（３）戦傷病者が死亡した場合
　①一般のけがや病気で死亡した場合…５万円
　②公務による死亡の場合…60万円～ 200万円

◆請求期間

　平成18年10月２日（月）～平成21年９月30日（水）

◆受付窓口　健康福祉課福祉係

◆必要書類

　①請求書（健康福祉課にあります）
　②印鑑届出書（健康福祉課にあります）
　③請求者の戸籍謄（抄）本
　④請求者の世帯全員の住民票の写し
　＊その他、恩給証書などの写し、前回の国債また
　　は裁定通知書の写しが必要な場合があります。
　　請求内容により提出書類が異なりますので、詳
　　しくはお問い合わせください。

戦傷病者の妻に対する特別給付金の請求受付が始まりました

問い合わせ
健康福祉課福祉係
☎86－0111
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催　し

金
澤
和
子
氏
講
演
会

　

山
形
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
（
チ
ェ
リ
ア
）
館
長
金
澤
さ
ん

の
２
０
０
７
年
を
元
気
に
明
る
く

過
ご
す
た
め
の
講
演
会
で
す
。

▼
い
つ　

１
月
21
日
（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

▼
ど
こ
で　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
テ
ー
マ
「
女
性
が
き
ら
め
き
元

気
な
町
を
つ
く
る
た
め
に
」

▼
参
加
料　

無
料

▼
定
員　

80
人

▼
対
象　

ど
な
た
で
も

▼
主
催　

白
鷹
町
婦
人
会

■
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
生

涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係
（
☎

85

－

６
１
４
７
）

史
談
会
�
記
念
講
演
会

　

白
鷹
町
史
談
会
の
50
周
年
を
記

念
し
て
、
町
に
ち
な
ん
だ
演
題
で

講
演
会
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
い
つ　

２
月
17
日
（
土
）
午
後

２
時
〜
午
後
３
時
10
分

▼
ど
こ
で　

中
央
公
民
館
大
会
議

室▼
演
題
「
鮎
貝
村
長
日
誌
を
読
む
」

＊
明
治
の
終
り
か
ら
大
正
初
め
の

　

鮎
貝
村
に
つ
い
て
で
す
。

▼
講
師　

佐
藤
与
七
さ
ん
（
栃
窪

出
身
、
長
井
市
在
住
）

▼
参
加
費　

無
料

▼
締
め
切
り　

２
月
６
日
（
火
）

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

教
育
委

員
会
文
化
振
興
係
（
☎
85

－

６
１

４
６
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

お
茶
と
お
菓
子
で
ゆ
っ
た
り
と

し
た
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
を
過
ご
し
な

が
ら
、
身
近
な
環
境
問
題
に
つ
い

て
の
話
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
い
つ　

１
月
25
日
（
木
）

　
　
　
　

午
後
３
時
〜

▼
ど
こ
で　

中
央
公
民
館　

文
化

実
習
室

▼
参
加
費　

無
料

＊
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

お
気
軽
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

町
民
税
務
課
く

ら
し
・
環
境
推
進
係
（
☎
85

－

６

１
３
１
）

白
鷹
学
講
座
�
�
�
�

日
本
青
年
館
結
婚
相
談
所
所
長

板
本
洋
子
氏
講
演
会

　

結
婚
し
て
い
る
人
も
し
て
い
な

い
人
も
、
21
世
紀
の
結
婚
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
子
さ

ん
を
お
持
ち
の
お
父
さ
ん
お
母
さ

ん
も
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
あ

な
た
の
お
子
さ
ん
は
、
10
年
後
に

は
何
歳
で
す
か
？

▼
い
つ　

１
月
23
日
（
火
）

　
　
　
　

午
後
７
時
〜

▼
ど
こ
で　

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

ど
な
た
で
も

▼
テ
ー
マ
「
い
ま
ど
き
の
結
婚
事

情　

女
と
男
と
親
と
子
と
…
。
〜

あ
な
た
と
一
緒
に
い
た
い
か
ら
〜
」

▼
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

茨
城
県
日
立
市
生
ま
れ

（
昭
和
44
）日
本
青
年
団
協
議
会　

　
　
　
　

勤
務

（
昭
和
51
）財
団
法
人
日
本
青
年
館

　
　
　
　

に
移
籍

（
昭
和
55
）結
婚
相
談
所
設
立
と
同

　
　
　
　

時
に
専
任

（
昭
和
59
）結
婚
相
談
所
所
長

＊
入
場
は
無
料
で
す
が
、
入
場
整

　

理
券
が
必
要
で
す
。

▼
入
場
整
理
券
配
布　

産
業
振
興

課
、
教
育
委
員
会
、
中
央
公
民
館
、

各
地
区
公
民
館

■
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
生

涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係
（
☎

85

－

６
１
４
７
）

第
30
回
高
齢
者
自
作
品
展
示
即
売
会

　

今
年
は
、
は
っ
ぴ
ー
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
も
参
加

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん

の
手
づ
く
り
作
品
の
発
表
が
あ
り

ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
お
誘
い
合
わ

せ
の
う
え
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
い
つ　

１
月
20
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜

▼
ど
こ
で　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
出
品
物　

ほ
う
き
、
は
け
ご
、

豆
類
、
手
芸
品
等

■
問
い
合
わ
せ　

白
鷹
町
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
（
☎
86

－

０
１
５
０

／
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

�
�
菌
�
使
�
�
環
境
�
�
�

�
�
暮
�
�
�
実
践

　

洗
濯
や
掃
除
、
消
臭
、
プ
ラ
ン

タ
ー
等
へ
の
追
肥
に
有
効
に
活
用

で
き
る
「
Ｅ
Ｍ
菌
」
を
使
っ
た
簡

単
に
で
き
る
発
酵
液
の
作
り
方
と

活
用
方
法
を
実
践
者
の
か
た
に
お

聴
き
す
る
講
習
会
で
す
。

▼
い
つ　

１
月
20
日
（
土
）

　
　
　
　

午
後
３
時
〜

▼
ど
こ
で　

白
鷹
町
商
工
会
館
２

階
大
研
修
室

＊
参
加
さ
れ
る
か
た
は
、
直
接
会

　

場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
主
催　

白
鷹
町
商
工
会
女
性
部

■
問
い
合
わ
せ　

白
鷹
町
商
工
会

事
務
局
（
☎
85

－

０
０
５
５
）

県
立
荒
砥
高
等
学
校
教
育
活
動

発
表
会

　

荒
砥
高
校
で
は
、
平
成
18
年
度

の
締
め
く
く
り
と
し
て
２
年
生
の

職
場
体
験
学
習
と
荒
砥
鉄
橋
研
究

所
の
活
動
の
発
表
会
を
実
施
し
ま

す
。
ぜ
ひ
お
出
で
い
た
だ
き
、
ご

意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

▼
い
つ　

２
月
17
日
（
土
）

▼
ど
こ
で　

パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

▼
日
程
・
内
容

○
開
場
（
午
前
９
時
）

○
２
年
職
場
体
験
学
習
発
表
会

（
午
前
９
時
30
分
〜
10
時
50
分
）

○
荒
砥
鉄
橋
研
究
所
発
表

（
午
前
11
時
〜
11
時
20
分
）

○
記
念
講
演
「
荒
砥
鉄
橋
の
魅
力
」

　

講
師　

信
州
大
学
助
教
授
・
小
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募　集

おしらせ

危
険
物
取
扱
者
�
消
防
設
備
士

�
免
状
�
�
持
�
�
皆
�
�
�

　

書
き
換
え
期
限
（
10
年
）
の
過

ぎ
た
免
状
を
お
持
ち
の
か
た
は
、

至
急
、
写
真
の
書
き
換
え
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
く
さ

れ
た
か
た
は
、
再
交
付
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
山
形
県
支
部
（
☎
0
２

３

－

６
３
１

－

０
７
６
１
）

�
�
�
�
�
献
血
��
�
�
�
�
�

　

冬
は
献
血
者
が
減
少
し
が
ち
で

す
。
新
た
に
成
人
式
を
迎
え
る
若

者
の
皆
さ
ん
、
安
全
で
安
心
な
血

液
の
確
保
の
た
め
、
成
分
献
血
、

４
０
０
㍉
㍑
献
血
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課

（
☎
86

－

０
１
１
１
）

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

長
井
・

西
置
賜
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
〒
９
９
３

－

０
０
０
３
長

井
市
東
町
２

－

12
番　

☎
84

－
４

５
３
５
）

山
形
県
最
低
賃
金
�産
業
別
最

低
賃
金
�
改
正

最低賃金額 効力発生日
山形県最低賃金 １時間 ６１３円 H18.10.1

産
業
別
最
低
賃
金

電気機械器具等製造業 １時間 ６９８円

H18.12.25一般産業用機械・装置等製造業 １時間 ７１３円
自動車・同附属品製造業 １時間 ７１４円
自動車整備業 １時間 ７１６円

家具製造業 １時間 ６３６円 H10.3.4１　日 ５，０８５円

医療用機械器具等製造業 １時間 ６３４円 H8.1.10１　日 ５，０７０円

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ　

山
形
労

働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
（
☎
０

２
３

－

６
２
４

－

８
２
２
４
）、

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

国
道
�
�
�
号
立
体
交
差
工
事

�
伴
�
�
�
停
留
所
�
移
設
�

�
�
�

　

国
道
２
８
７
号
と
町
道
荒
砥
駅

本
宿
線
の
立
体
交
差
工
事
に
伴
い
、

②
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

▼
試
験
期
日　

３
月
３
日
（
土
）

【
採
用
説
明
会
】

▼
い
つ　

１
月
27
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
昼
12
時

▼
ど
こ
で　

中
央
公
民
館
文
化
実

習
室

▼
対
象　

自
衛
官
（
陸
海
空
）
に

興
味
を
も
た
れ
る
か
た
及
び
ご
父

兄
の
か
た

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊

米
沢
地
域
事
務
所
（
☎
０
２
３
８

－

23

－

０
０
１
１
）

�
�
�
�
講
習�
基
礎
��
受
講

者
�
募
集
�
�
�

▼
講
習
期
間　

２
月
13
日
（
火
）

〜
22
日
（
木
）
８
日
間

▼
会
場　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
長
井
事
務
所

▼
講
習
内
容　

パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
、

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
、
電
子
メ
ー
ル
の
基
本
操

作▼
募
集
人
数　

20
人
（
応
募
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

▼
応
募
資
格　

57
歳
〜
65
歳
の
人

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
方
法　

官
製
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
書
い
て
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
締
切　

１
月
29
日
（
月
）

　

西
純
一
さ
ん

（
午
前
11
時
30
分
〜
昼
12
時
30
分
）

＊
参
加
を
ご
希
望
の
か
た
は
ご
連

　

絡
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

荒
砥
高

等
学
校
・
教
頭（
☎
85

－

２
１
７
２
）

第
�
回
百
灯
篭
雪
祭
�

▼
い
つ　

１
月
28
日
（
日
）
午
後

６
時（
点
灯
）〜
８
時（
消
灯
）

▼
ど
こ
で　

荒
砥
新
町
地
内

▼
内
容

・
大
輪
花
火
打
ち
上
げ（
６
時
10
分
）

・
子
ど
も
花
火
大
会
（
６
時
30
分
）

＊
ア
ツ
ア
ツ
売
店　

こ
ん
に
ゃ
く

　

販
売
、
甘
酒
無
料
サ
ー
ビ
ス

■
問
い
合
わ
せ　

実
行
委
員
会
事

務
局
・
中
川（
☎
85

－

３
７
１
３
）

防
衛
省
自
衛
官
募
集

▼
応
募
資
格

○
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
女

○
３
月
末
に
陸
・
海
・
空
の
部
隊

　

へ
入
隊
で
き
る
か
た

▼
試
験
科
目

①
試
験
科
目　

国
語
・
数
学
・
社

　

会
・
作
文

至寒河江市

至荒砥駅

至長井市

至十王

仮設道路

町道荒砥駅本宿線

国
道
２
８
７
号

迂回路

交通規制箇所

バス停仮移設地点 山
交
バ
ス
㈱
の
運
行
す
る
路
線
バ

ス
「
長
井
・
荒
砥
線
」
の
荒
砥
駅

前
バ
ス
停
が
、
１
月
９
日
よ
り
別

図
の
位
置
（
町
営
バ
ス
「
荒
砥
大

瀬
線
」
荒
砥
駅
前
バ
ス
停
隣
）
に

仮
移
設
し
ま
し
た
。
交
通
規
制
箇

所
で
は
「
通
行
車
両
の
高
さ
制
限
」

が
行
わ
れ
る
た
め
、
移
設
の
期
間

は
道
路
工
事
が
終
了
す
る
平
成
19

年
冬
こ
ろ
ま
で
の
予
定
で
す
。

　

大
変
ご
不
便
を
お
掛
け
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
ご
協
力
・
ご

理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

山
交
バ
ス
株
式

会
社
（
☎
０
２
３

－

６
４
７

－

５

１
７
１
）
ま
た
は
政
策
改
革
課
政

策
企
画
係
（
☎
85

－

６
１
２
３
）
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　 お く や み　　

 住所　　 氏　　　名　 年齢
箕和田　迎　田　　　一　74
浅　立　岡　田　　實　　71
針　生　奥　山　シ　ン　65
畔　藤　武　田　　　　　65
畔　藤　衣　袋　　　　　80
鮎　貝　金　子　　　吉　75
荒砥甲　船　山　ユ　キ　90
鮎　貝　　　　　ち　よ　88
荒砥甲　西　塚　ま　つ　90
横田尻　稲　毛　　斉　　53
高　玉　児　玉　　一郎　77
鮎　貝　黒　澤　寛　治　61
鮎　貝　横　澤　藤　市　72
荒砥乙　佐　竹　ゑ　い　80
十　王　伊　藤　清　一　84
十　王　佐　藤　君　代　85
荒砥甲　大　木　ツネヨ　88
畔　藤　板　谷　わ　き　93
横田尻　土　屋　新　一　78
荒砥甲　岸　　　ヨシ子　77
横田尻　福　嶋　一　松　94
横田尻　福　嶋　は　る　92

No.960
2007-1

-12

広
報
し
ら
た
か
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
�

戸籍の窓にのせたくないかたは、届出のときに戸籍年金係にお申し出ください。

こんにちは赤ちゃん

 住所 父母の名 子の名

鮎　貝 布川 　弘 大
たい

　喜
き

明　美

箕和田 渋谷 陽　平 咲
さき

　斗
と

青　佳

菖　蒲 高橋 吉　徳 桜
さく

　花
ら

かおり

十　王 小野 敏　春 龍
りゅう

　二
じ

里　美

鮎　貝 鈴木 　洋 舞
まい

　花
か

由香里

ご結婚おめでとう

　　氏　　　名　　　  住所

（高　田　耕　一　　中　山
金　　　政　映　　韓　国

（菅　原　　勝　　　畔　藤
布　施　里　美　　山形市

（大　沼　　昇　　　箕和田
落　合　幹　子　　南陽市

佳
作　

新
雪
を
踏
む
初
詣　

身
が
し
ま
り　
　
　
　

横
須
賀　

大
滝
健
次
郎

　

〃　

初
雪
に
一ひ
と
き
わ際

映
え
る
実
が
一
つ　
　
　
　
　

高　

玉　

片
山　

時
美

　

〃　

ご
年
始
に
初
顔
一
人
増
え
て
来
る　
　
　
　

折　

居　

海
老
名
き
ち

　

〃　

書
き
始
め
三
日
坊
主
の
日
記
帳　
　
　
　
　

横
須
賀　

菊
地　

美
芳

　

〃　

始
め
れ
ば
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
一
ペ
ー
ジ　
　

長
野
県　

坂
本　

静
子

　

〃　

初
デ
ー
ト
う
な
ず
く
ば
か
り
頬ほ
ほ

を
染
め　
　

高　

玉　

高
橋　

朝
子

　

〃　

新
年
も
プ
ラ
ス
思
考
で
初
笑
い　
　
　
　
　

畔　

藤　

梅
津　

と
も

　

〃　

始
ま
っ
た
グ
チ
を
優
し
く
聞
き
流
す　
　
　

鮎　

貝　

植
木　

英
夫

　

〃　

あ
の
人
が
来
る
と
始
ま
る
孫
自
慢　
　
　
　

荒
砥
甲　

船
山　

英
三

　

〃　

し
き
た
り
も
略
さ
れ
て
行
く
稼
ぎ
初
め　
　

荒
砥
甲　

丸
山　

正
志

　

〃　

初
詣
の
絵
馬
書
き
き
れ
ぬ
願
い
事　
　
　
　

十　

王　

鈴
木　

し
げ

　

〃　

初
挑
戦　

老
化
防
止
の
趣
味
一
つ　
　
　
　

荒
砥
乙　

大
滝　

栄
子

秀
逸　

始
め
て
の
投
稿
胸
を
と
き
め
か
せ　
　
　
　

荒
砥
甲　

井
澤
芙
佐
子

　

〃　

産
声
は
人
生
航
路
発
車
ベ
ル　
　
　
　
　
　

荒
砥
甲　

横
山　

陽
子

　

〃　

土
臭
い
手
で
初
孫
を
高
く
揚
げ　
　
　
　
　

畔　

藤　

川
井　

千
代

　

〃　

母
か
ら
の
紬
を
温ぬ
く

く
着
て
年
始　
　
　
　
　

畔　

藤　

小
形　

よ
ね

　

〃　

稜り
ょ
う
せ
ん線
の
初
日　

幸
せ
あ
り
そ
う
な　
　
　
　

細　

野　

安
達　

昭
吾

　

〃　

卸
た
て
ネ
ー
ム
あ
ざ
や
か
初
仕
事　
　
　
　

山　

口　

渡
部
喜
美
子

�
町
報
川
柳
�　　

初
・
始　
　
　
　

菊
地　

克
二　

選

　

〃　

成
人
の
誓
い
新
た
に
初
背
広　
　
　
　
　
　

畔　

藤　

梅
津　

い
と

　

〃　

初
搾
り
の
地
酒
を
提さ

げ
て
友
が
来
る　
　
　

十　

王　

川
部　

隆
雄

　

〃　

第
一
印
象　

四
角
な
人
と
五
十
年　
　
　
　

鮎　

貝　

土
屋　

文
香

　

〃　

初
鏡
今
年
を
生
き
る
紅
を
ひ
く　
　
　
　
　

高　

岡　

長
岡
み
ち
子

五
客　

年
末
も
年
始
も
母
は
割
烹
着　
　
　
　
　
　

浅　

立　

梅
津
た
つ
ゑ

　

〃　

初
詣　

山
ほ
ど
願
い
百
円
こ　
　
　
　
　
　

畔　

藤　

堀
内　

芳
夫

　

〃　

初
春
の
抱
負
大
き
く
空
に
画か

く　
　
　
　
　

高　

岡　

安
部　

柳
子

　

〃　

松
明
け
て
初
出
勤
の
襟
正
す　
　
　
　
　
　

十　

王　

志
鎌
は
る
ゑ

　

〃　

初
夢
に
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
見
た
目
覚
め　
　

鮎　

貝　

五
十
公
野
忍

人
位　

雪
の
町　

遠
い
初
恋
降
っ
て
い
る　
　
　
　

荒
砥
乙　

高
橋　

白
兎

地
位　

老
い
て
尚
年
あ
ら
た
ま
に
紅
の
筆　
　
　
　

浅　

立　

高
橋　

と
み

天
位　

初
夢
を
見
よ
う
と
孫
と
舟
を
折
る　
　
　
　

滝　

野　

海
老
名
達
夫

　

☆
注　

届
け
先
が
変
わ
り
ま
す

次
回
課
題
「
後
」
一
月
末
日
ま
で　

「
結
ぶ
」　

二
月
末
日
迄

は
が
き
に
一
題
三
句　

届
け
先
白
鷹
町
荒
砥
乙
四
二
八
ー
二
高
橋　

白
兎
宛

　

◆
訂
正　

十
二
月
号
の
《
来
年
が
あ
っ
て
禁
煙
ま
た
延
び
る
》
の
句
主
は

　
　
　
　
　

五
十
公
野　

忍
さ
ん
で
し
た　

お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

早起き

ひがしね保育園

つぶ
やき

つぶ
やき

園児「あした　温泉さ行くから　　

　　早おくりしんなねえ。」

そば打ち
そばの先生「粉を丸めて丸めて…

　　伸ばして。」

男１「ルーレットみたい。」

男２「アンパンマンになった。」

そばの先生「おそばにおまじないを

　　かけます。」

女１「おいもみたい。」

女２「レモンになった。」

男１「こりゃあ　なんぼがうまいべ

　　なあ。」


