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福　祉　も　ち　つ　き

　恒例の福祉もちつきが12月20日、役場駐車場で行われました。このもちつきは、町

機械化組合連絡協議会から提供していただいたもち米でついたもちを、日赤奉仕団のみな

さんにより、あんころもち・からみもちにして、保育所や幼稚園の子どもたちに食べても

らったり、町の福祉施設ヘプレゼントされました。
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一
十
圏
世
紀
を
展
望
し

柴田忠雄町長

　
新
年
明
け
ま
し
て
、
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
家
族
お
揃
い
で
、
よ
い

お
正
月
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
日
頃
か
ら
町

行
政
の
発
展
に
深
い
ご
理
解
ご
協
力
を

賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
江
南
町
は
、
昭
和
三
十
年
一
月
に
小

原
村
と
御
正
村
が
合
併
し
て
以
来
、
既

に
四
十
年
が
経
過
し
、
さ
ら
に
昭
和
六

十
年
十
一
月
に
町
制
を
施
行
し
て
か
ら
、

十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
本
年
二
月
に
は
、
町
民
待
望
の
総
合

文
化
会
館
も
落
成
の
は
こ
び
と
な
り
、

町
に
と
っ
て
一
つ
の
節
目
と
も
な
り
ま

す
記
念
す
べ
き
年
に
完
成
を
見
る
に
至

っ
た
こ
と
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で

あ
り
ま
す
。

　
現
在
は
、
物
質
的
な
豊
か
さ
か
ら
、

精
神
的
な
豊
か
さ
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
町
民
の
皆
さ
ま
が
、
こ
こ

を
拠
点
と
し
て
、
文
化
や
芸
術
に
親
し

ん
で
い
た
だ
き
、
学
習
を
通
し
て
お
互

い
に
交
流
を
図
り
、
豊
か
な
地
域
社
会

を
形
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
念
願

し
て
お
り
ま
す
。

　
私
も
、
就
任
以
来
一
貫
し
て
町
民
の

幸
せ
と
、
町
の
発
展
を
念
頭
に
諸
施
策

を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。
昨
年
は
、
江

南
町
総
合
振
興
計
画
に
掲
げ
る
諸
施
策

を
積
極
的
に
推
進
し
、
お
か
げ
を
も
ち

ま
し
て
大
き
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
主
な
も
の
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
老

人
保
健
福
祉
事
業
と
し
て
、
高
齢
者
事

業
団
を
設
立
し
、
初
年
度
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
六
十
八
名
の
か
た
が
登
録
し
、

公
共
施
設
を
始
め
民
間
に
至
る
ま
で
幅

広
い
活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
在
宅
介
護
報
償
金
支
給
に
つ

い
て
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
お
年
寄

り
を
か
か
え
て
い
る
か
た
の
労
を
ね
ぎ

ら
う
た
め
、
制
度
化
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
生
活
環
境
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、

農
業
集
落
排
水
事
業
を
推
進
し
、
既
に

八
地
区
が
終
了
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
、

小
江
川
・
御
正
・
御
正
坂
上
地
区
で
工

事
を
実
施
中
で
あ
り
ま
す
。

　
市
街
化
区
域
に
お
け
る
未
整
備
地
区

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
関
係
地
権
者
の

ご
理
解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
住
環
境

の
整
備
に
努
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
な
お
、
熊
谷
南
部
開
発
に

つ
き
ま
し
て
は
、
埼
玉
県
五
ヶ
年
計
画

に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
重
要
な
課
題

で
す
が
、
名
称
を
「
彩
の
国
創
造
の
森

プ
ラ
ン
」
と
改
め
、
二
十
一
世
紀
を
展

望
し
た
産
・
学
・
住
・
遊
の
調
和
の
と

れ
た
理
想
的
な
街
づ
く
り
を
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
地
権
者
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
、
一
日
も
早
い
実
現

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
教
育
面
に
お
い
て
は
、
江
南
中
学
校

プ
ー
ル
を
始
め
、
柔
道
場
の
新
設
、
南

北
小
学
校
整
備
工
事
を
行
っ
て
参
り
ま

し
た
。
昨
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を

教
訓
に
、
か
け
が
え
の
な
い
児
童
生
徒

の
安
全
を
守
る
た
め
に
も
、
学
校
施
設

の
見
直
し
を
始
め
、
他
の
公
共
施
設
に

つ
い
て
も
安
全
性
の
確
認
を
行
い
、
一

朝
有
事
の
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
拠

点
と
な
り
ま
す
の
で
、
万
全
を
期
す
こ

と
が
、
町
民
の
安
全
を
守
り
豊
か
な
生

活
を
保
障
す
る
礎
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
幸
い
に
も
、
当
町
に
お
い
て
は
議
会

を
始
め
、
区
長
会
の
深
い
ご
理
解
を
い
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た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
町
民
の
立
　
ー

場
に
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討

し
、
事
業
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　
道
路
行
政
を
始
め
と
し
た
他
の
事
業

に
つ
き
ま
し
て
も
、
町
の
総
合
振
興
計

画
に
そ
っ
て
、
健
全
財
政
を
堅
持
し
な

が
ら
、
着
々
と
そ
の
実
現
を
図
っ
て
参

り
ま
し
た
。

　
町
民
の
健
康
に
つ
い
て
は
、
全
国
に

誇
れ
る
県
立
小
原
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー

が
設
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
町
民
医
療

に
つ
き
そ
の
成
果
は
計
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
県
立
畜
産
試
験
場
を
始
め
、

農
業
教
育
セ
ン
タ
ー
、
動
物
指
導
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
県
の
施
設
が
多
く
あ
り
、

特
に
農
業
教
育
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、

時
代
の
先
端
を
行
く
バ
イ
オ
の
技
術
も

研
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
こ
う
し
た
施
設
を
町
民
が
知
る
こ
と

に
よ
り
、
生
涯
教
育
の
場
と
し
て
も
連

携
を
図
り
な
が
ら
活
用
で
き
た
ら
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
開
発
が
進
ん
だ
と
は

い
え
、
江
南
町
は
ま
だ
ま
だ
自
然
が
残

さ
れ
た
緑
豊
か
な
す
ば
ら
し
い
町
で
す
。

身
近
か
な
と
こ
ろ
か
ら
、
皆
さ
ま
と
も

う
一
度
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和

の
と
れ
た
町
づ
く
り
を
考
え
て
行
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
昨
年
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
の

低
迷
す
る
中
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や

オ
ウ
ム
事
件
な
ど
、
比
較
的
暗
い
ニ
ュ

ー
ス
の
多
い
年
で
し
た
が
、
年
末
に
近

●
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個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た

文
化
の
香
り
高
い

杉田彌平議長

　
町
民
の
皆
様
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
年
頭
に
あ
た
り
、

議
会
を
代
表
し
て
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
に
は
、
ご
家
族
お
揃
い
で
健
や

か
に
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
よ
り

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日

頃
か
ら
町
政
に
対
す
る
深
い
ご
理
解
と

格
別
の
ご
支
援
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
昨
年
も
着
実

に
発
展
へ
の
基
盤
を
固
め
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
こ
こ
に
新
年
を
迎
え
一
般
の

躍
進
を
期
し
て
清
新
の
気
が
み
な
ぎ
る

の
を
覚
え
ま
す
。

」じ

　
我
が
国
の
経
済
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、

資
産
価
値
の
大
幅
な
下
落
、
企
業
収
益

の
低
迷
、
円
高
等
に
よ
り
ま
し
て
、
景

気
の
低
迷
が
続
き
、
回
復
は
な
お
遠
い

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
か
ら
、
国
の

財
政
は
引
き
続
き
歳
入
の
相
当
部
分
を

公
債
発
行
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
状
態
で
あ
り
ま
し
て
、
行
政
改
革

や
財
政
再
建
問
題
は
、
緊
急
か
つ
重
要

課
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
こ
と
か
ら
、
国
・
地
方
を
通
じ
行

政
の
簡
素
・
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を

高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地

域
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
二

十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
自
治
制

度
を
確
立
す
る
た
め
、
地
方
分
権
を
強

力
に
推
進
す
る
必
要
が
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
地
方
自
治
制
度
が
発
足
し
て
半
世

紀
を
経
て
、
昨
年
五
月
、
地
方
分
権
推

進
法
が
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

地
域
づ
く
り
に
お
い
て
、
各
地
方
自
治

体
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

　
江
南
町
も
合
併
四
十
周
年
、
町
制
施

行
十
周
年
を
迎
え
、
ま
ち
づ
く
り
も
着

実
に
進
展
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
町
民
の
皆
様
待
望
の
総
合
文
化
会
館

も
三
月
に
落
成
の
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た

が
、
引
き
続
き
、
江
南
中
央
第
二
土
地
区
画

整
理
事
業
、
熊
谷
南
部
開
発
と
し
て
の
「
彩

の
国
創
造
の
森
プ
ラ
ン
」
、
小
江
川
並

び
に
御
正
坂
上
地
区
の
農
業
集
落
排
水

事
業
の
着
工
に
よ
り
、
集
落
排
水
事
業

の
進
渉
状
況
は
九
十
暫
と
全
国
一
を
誇

り
、
さ
ら
に
中
学
校
プ
ー
ル
の
改
築
、

外
国
人
講
師
に
よ
る
授
業
、
パ
ソ
コ
ン

の
導
入
な
ど
教
育
環
境
の
整
備
や
役
場

庁
舎
の
建
設
な
ど
積
極
的
に
事
業
の
推

進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
高
齢
化
、
国
際
化
、
情

報
化
、
技
術
革
新
の
進
展
、
価
値
感
の

多
様
化
な
ど
時
代
の
潮
流
に
適
格
に
対

応
し
な
が
ら
、
町
土
の
均
衡
あ
る
発
展

を
図
る
と
と
も
に
、
町
民
福
祉
を
よ
り

一
層
向
上
さ
せ
、
物
心
と
も
豊
か
で
活

力
に
富
み
、
文
化
の
香
り
高
い
町
づ
く

り
を
目
指
す
た
め
、
今
後
さ
ら
に
創
意

工
夫
を
重
ね
、
町
民
の
皆
様
方
の
ご
期

待
に
応
え
る
よ
う
決
意
も
新
た
に
い
た

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
本
年
も

相
変
ら
ぬ
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
ま
す
ま
す

ご
健
勝
で
ご
多
幸
の
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
し
て
、
新

年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

づ
く
に
つ
れ
、
民
間
企
業
に
お
い
て
も

業
積
の
向
上
が
伝
え
ら
れ
、
若
干
で
は

あ
り
ま
す
が
、
明
る
い
兆
し
が
見
え
て

参
り
ま
し
た
。

　
本
年
は
、
町
に
と
っ
て
も
冒
頭
に
申

し
上
げ
ま
し
た
総
合
文
化
会
館
の
完
成

を
待
っ
て
、
三
月
に
は
記
念
の
行
事
を

行
っ
て
参
り
ま
す
。
町
の
憲
法
と
も
い

わ
れ
る
町
民
憲
章
に
つ
い
て
も
素
案
を

ね
っ
て
お
り
、
発
表
申
し
上
げ
る
予
定

で
す
。

　
ま
た
、
既
に
町
史
も
第
一
巻
の
考
古

編
が
完
成
し
、
近
代
・
現
代
・
民
俗
編

な
ど
着
々
と
編
集
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。
最
近
は
各
地
で
郷
土
芸
能
を
見

直
し
、
若
い
人
た
ち
を
中
心
に
復
活
さ

れ
て
お
り
、
日
本
古
来
の
文
化
が
、
新

時
代
の
文
化
に
同
化
し
て
い
く
こ
と
は

誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
町
民
体
育
祭
・
文
化
祭
な

ど
を
見
て
も
、
年
々
盛
大
に
な
り
、
町

民
皆
さ
ま
の
町
を
愛
す
る
気
持
ち
が
ひ

し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
参
り
ま
す
。
住
民

と
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
行
政
を
、

自
治
体
の
権
限
に
委
ね
る
地
方
分
権
構

想
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、

町
民
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
開
か
れ
た

町
政
を
心
掛
け
て
参
り
ま
す
の
で
、
よ

り
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
町
民
皆
さ
ま
の
益

々
の
ご
繁
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し

て
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま

す
。

（3）



　
平
成
七
年
一
月
十
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
死
者
五

干
人
以
上
、
建
物
倒
壊
約
十
八
万
棟
に
も
お
よ
ぶ
戦
後
最
大
の
地
震
被
害

を
も
た
ら
し
．
あ
ら
た
め
て
地
震
の
恐
ろ
し
さ
と
防
災
対
策
の
重
要
性
を

再
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
災
害
は

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
町
で
は
、
蒸
火
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」
を
す
る
た
め
、
江
南
町
地
域
防
災

計
画
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
や
、
被

害
を
極
力
少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
の
日
ご
ろ
か
ら
の
防
災
に
対

す
る
創
意
工
夫
や
、
正
し
い
認
識
、
さ
ら
に
は
地
域
の
皆
さ
ん
が
団
結
し

組
織
的
に
行
動
す
る
自
主
的
な
防
災
活
動
が
大
変
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
昨
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
｝
年
と
い
う
こ
の
時
、
あ
ら
た
め
て

災
害
に
対
し
ど
の
よ
う
に
心
掛
け
￥
い
ざ
と
い
う
と
き
に
ど
う
対
処
す
べ

き
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

！l

翻・

●

○
屋
内
に
い
た
場
合

　
大
き
な
揺
れ
が
続
く
の
は
一
分
間
ぐ

ら
い
で
す
。
丈
夫
な
テ
ー
ブ
ル
な
ど
で

ま
ず
身
を
守
り
、
落
ち
着
い
て
様
子
を

見
な
が
ら
、
火
の
始
末
や
逃
げ
口
の
確

保
を
し
ま
し
ょ
う
。

O
屋
外
に
い
た
場
合

　
落
下
物
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
空
き

地
、
田
畑
・
公
園
な
ど
へ
素
早
く
逃
げ

る
こ
と
が
先
決
で
す
。
そ
の
場
に
し
ゃ

が
み
込
む
こ
と
は
し
な
い
。

地
震
か
ら
身
を
守
る
十
ヶ
条

①
ま
ず
身
の
安
全
を

　
ケ
ガ
を
し
た
ら
火
の
始
末
や
避
難
行

動
に
支
障
が
生
じ
ま
す
。

②
グ
ラ
ッ
！
と
き
た
ら
火
の
始
末

　
「
火
を
消
せ
！
」
と
み
ん
な
で
声
を

か
け
合
い
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
や
ス
ト
ー
ブ

な
ど
の
火
を
確
実
に
消
し
ま
す
。

③
戸
を
開
け
て
出
口
を
確
保

　
逃
げ
口
を
失
っ
た
ら
避
難
が
で
き
ま

　
　
　
　
　
η

婆

（4）
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蒐
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④
火
が
出
た
ら
す
ぐ
消
火

　
も
し
火
災
が
発
生
し
て
も
天
井
に
燃

え
移
る
前
な
ら
、
あ
わ
て
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
消
火
活
動
を
迅
速
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

⑤
あ
わ
て
て
外
に
飛
び
出
さ
な
い

　
屋
内
の
ほ
う
が
安
全
な
こ
と
が
多
い

の
で
、
身
の
安
全
と
火
の
始
末
を
図
っ

た
う
え
で
し
ば
ら
く
様
子
を
見
ま
し
ょ

・
フ
。

⑥
狭
い
路
地
や
プ
ロ
ッ
ク
塀
に
は
近
づ

　
か
な
い

　
落
下
物
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
な
ど



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

の
恐
れ
の
あ
る
場
所
に
は
近
寄
ら
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

⑦
が
け
崩
れ
な
ど
に
注
意

　
居
住
地
の
自
然
環
境
を
よ
く
知
っ
て

お
く
こ
と
が
二
次
災
害
を
防
止
し
ま
す
。

⑧
避
難
は
徒
歩
で

　
避
難
場
所
へ
の
経
路
を
調
べ
て
お
き
、

集
団
で
行
動
し
ま
し
よ
う
。

⑨
応
急
救
護
体
制
を

　
多
数
の
負
傷
者
が
出
れ
ば
、
病
院
な

ど
で
の
手
当
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。

各
家
庭
で
の
応
急
救
護
体
制
づ
く
り
が

大
切
で
す
。

⑩
正
し
い
情
報
を
聞
く

　
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
、
町
や
防
災
機
関

な
ど
か
ら
の
正
し
い
情
報
を
聞
き
、
的

確
な
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

日
頃
の
備
え
を
万
全
に

◎
家
の
中

　
落
下
・
転
倒
防
止
対
策

　
重
い
も
の
は
高
い
と
こ
ろ
に
置
か
な

い
。
本
棚
や
ロ
ッ
カ
ー
な
ど
の
収
納
物

に
つ
い
て
も
、
重
い
も
の
を
下
に
。

　
火
災
防
止
対
策

①
暖
房
器
具
の
対
震
自
動
消
火
装
置
が

作
動
す
る
か
定
期
点
検
す
る
。

②
火
元
の
ま
わ
り
は
不
燃
化
す
る
と
と

も
に
、
い
つ
も
整
理
整
頓
を
。

③
消
火
器
は
一
定
の
と
こ
ろ
に
置
き
、

ま
わ
り
に
物
を
置
か
な
い
。

　
身
の
安
全
対
策

①
ガ
ラ
ス
の
飛
散
し
た
場
合
を
考
え
て

ス
リ
ッ
パ
の
用
意
を
す
る
。

②
幼
児
や
お
年
寄
り
の
部
屋
に
は
、
で

き
る
だ
け
高
さ
の
あ
る
家
具
を
置
か
な

い
。

◎
家
の
外

①
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
ボ
ン
ベ
は
、
し
っ

か
り
固
定
す
る
。

②
ブ
ロ
ッ
タ
塀
や
石
垣
の
く
ず
れ
は
補

強
す
る
。

③
不
安
定
な
ア
ン
テ
ナ
や
屋
根
亙
は
補

強
す
る
。

　
　
避
難
の
心
得

O
ど
ん
な
と
き
に
避
難
す
る
か

①
初
期
消
火
に
失
敗
し
、
燃
え
広
が
る

危
険
性
が
大
き
い
と
き
。

②
町
の
職
員
、
警
察
官
、
消
防
職
員
の

指
示
が
あ
っ
た
と
き
。

③
ラ
ジ
オ
や
町
の
防
災
無
線
な
ど
の
情

報
や
周
囲
の
状
況
な
ど
か
ら
避
難
の
必

要
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
。

　
　
　
　
　
ク
）
　
　
　
　
に

●防災ずきん

●リュックサッ

　（非常持出袋

●なるべく身軽

●o
　、

o

〈

勧
炉

㌧．

　浜

》

ヘルメット●

　　タオル●

長そでの上着●

　　厚手の手袋●

（毒騰う。，）

　　　綿のズボン●

靴は丈夫で底の厚い物●

O
早
く
知
ら
せ
る

①
「
火
事
だ
ー
！
」
と
大
声
で
叫
び
近

所
の
人
た
ち
に
も
援
助
を
求
め
る
。

②
小
さ
な
火
で
も
㎎
番
に
通
報
す
る
。

当
時
者
は
初
期
消
火
に
あ
た
り
、
近
く

の
人
に
「
火
事
！
消
防
車
を
呼
ん
で
」

と
助
け
を
求
め
る
。

○
早
く
消
す

①
消
火
は
出
火
か
ら
一
二
分
以
内
が
勝
負
。

②
天
井
に
火
が
回
る
前
に
消
火
す
る
。

③
消
化
器
や
水
だ
け
で
な
く
、
手
近
な

も
の
な
ら
な
ん
で
も
活
用
す
る
。

o
避
難
は
早
め
に

①
天
井
に
火
が
移
っ
た
ら
、
も
う
素
人

の
手
に
負
え
な
い
。
早
め
に
避
難
す
る
。

②
燃
え
て
い
る
部
屋
の
窓
や
ド
ア
を
閉

め
て
、
燃
え
広
が
り
に
く
く
す
る
。

　
　
　
　
亀

嵐
歯

濃
傘

e　
伝多

裏〉「、

風
水
害
に
備
え
る

O
台
風
・
集
中
豪
雨
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

①
家
の
回
り
を
一
周
し
、
飛
ば
さ
れ
そ

う
な
も
の
は
室
内
に
取
り
込
む
か
、
飛

散
防
止
策
を
す
る
。

②
窓
ガ
ラ
ス
は
、
強
風
に
よ
る
飛
来
物

に
備
え
て
、
外
側
か
ら
板
で
ふ
さ
ぐ
な

ど
の
処
置
を
す
る
。

③
停
電
に
備
え
て
懐
中
電
灯
や
ト
ラ
ン

ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
の
準
備
を
。

④
む
や
み
に
外
に
出
な
い
。

⑤
病
人
や
乳
幼
児
、
身
体
の
不
自
由
な

人
な
ど
を
安
全
な
場
所
へ
。

⑥
飲
料
水
の
確
保
。

⑦
浸
水
な
ど
の
恐
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
で

は
、
家
財
道
具
や
食
科
品
、
衣
類
、
寝

具
な
ど
の
生
活
用
品
を
高
い
場
所
へ
移

動
。
屋
外
で
は
、
土
の
う
な
ど
に
よ
り

浸
水
対
策
を
と
る
。

⑧
気
象
情
報
に
注
意
す
る
。

⑨
防
災
無
線
な
ど
の
広
報
を
よ
く
聞
い

て
お
く
。

⑩
非
常
持
出
品
を
準
備
し
て
お
く
。

消火器の使い方

①安全ピンを
引きぬく

←

て
　
◎
曾

し
　
／
　
　
　
て

棚
凄
野

②
火
　
　
　
　
　
③
噴
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最
終
日

　
七
泊
八
日
の
研
修
最
終
日
と
な
り
ま

し
た
。

　
午
前
五
時
三
十
分
に
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー

ル
に
よ
り
起
床
し
、
窓
の
外
を
見
る
と

ま
だ
簿
く
シ
ド
ニ
ー
湾
に
ぼ
ん
や
り
と

浮
ぶ
船
の
明
か
り
が
目
に
う
つ
り
ま
し

た
。
今
日
が
最
後
と
思
う
と
と
て
も
感

慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
午
前
七
時
、
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
に
一

行
十
八
人
が
集
ま
り
、
様
々
な
新
し
い

見
聞
を
広
め
、
多
少
の
疲
労
は
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
姿
も
み
せ

ず
笑
顔
で
集
合
し
ま
し
た
。

　
午
前
七
時
二
十
分
、
シ
ド
ニ
ー
空
港
に

向
け
ホ
テ
ル
を
出
発
し
、
バ
ス
の
な
か
で

ガ
イ
ド
さ
ん
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

シ
闘
匠
丁
5
成
田

シ
ド
ニ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
ラ
テ
ン
語
の

南
の
土
地
と
い
う
意
味
で
す
。
面
積
侭

日
本
の
二
十
二
倍
で
人
口
は
逆
に
マ
イ
ナ

ス
八
十
五
運
の
一
、
七
三
四
万
人
、
国
土
の

三
分
の
一
が
砂
漠
や
峡
谷
の
続
く
不
毛

の
地
で
、
世
界
で
も
っ
と
も
乾
燥
し
た

国
で
、
六
州
と
二
つ
の
特
別
区
か
ら
な

る
連
邦
国
家
で
あ
り
ま
す
。
原
住
民
は

三
万
年
前
に
ア
ジ
ア
方
面
か
ら
渡
来
し

た
ア
ボ
リ
ジ
ニ
族
で
東
部
や
南
部
に
住

み
現
在
は
十
六
万
人
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
　
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
ウ
イ

リ
ア
ム
ヤ
ン
ツ
が
初
め
て
上
陸
し
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
植
民
地
開
発
を
積
極

的
に
行
っ
た
イ
ギ
リ
ス
が
、
海
軍
の
ジ

ェ
！
ム
ス
・
ク
ッ
ク
に
よ
り
、
シ
ド
ニ

ー
の
南
部
の
地
に
イ
ギ
リ
ス
領
を
宣
言

し
移
住
を
は
じ
め
ま
し
た
。
移
住
に
本

格
的
に
乗
り
だ
し
た
の
は
植
民
地
だ
っ

た
ア
メ
リ
カ
を
独
立
戦
争
で
失
い
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
流
刑
地
と
し
た
こ
と

か
ら
で
す
が
、
こ
の
人
達
の
努
力
に
よ

り
羊
毛
生
産
量
で
は
世
界
一
位
と
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
八
五
一
年
頃
に
バ
サ
ー
ス

ト
・
バ
ラ
バ
ッ
ト
・
ベ
ン
デ
ィ
ゴ
で
金

鉱
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ

宇
亭ム
ノロ

川

安

シ
ュ
に
よ
り
、
世
界
各
国
か
ら
人
々
が

移
住
し
、
一
八
六
〇
年
に
は
一
一
四
万

人
を
数
え
十
年
間
に
七
十
万
人
以
上
も

増
加
し
た
た
め
、
国
土
の
大
き
さ
も
考

え
連
邦
国
家
制
と
し
た
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
シ
ド
ニ
ー
の
由
来
は
、

一
七
八
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
所
管
の

内
務
大
臣
シ
ド
ニ
ー
郷
の
名
前
に
ち
な

ん
で
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
面
積
は
東
京

都
の
二
倍
、
人
口
は
三
六
六
万
人
で
、

こ
の
美
し
い
街
並
み
に
着
手
し
た
の
は
、

初
代
総
督
ア
ー
サ
ー
フ
ィ
リ
ッ
プ
か
ら

で
、
本
格
的
な
事
業
開
始
は
、
五
代
総

督
マ
ッ
タ
の
手
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
現

在
で
も
こ
の
古
い
伝
統
を
生
か
し
な
が

ら
、
緑
と
水
を
と
り
入
れ
た
街
づ
く
り

が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
に

よ
り
観
光
収
入
が
国
や
市
の
第
一
位
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
し
で
し
た
。

　
午
前
十
時
二
十
分
離
陸
。
小
高
い
山
や
、

き
れ
い
に
整
備
さ
れ
た
街
並
み
、
基
盤

整
備
さ
れ
た
農
場
を
二
時
間
あ
ま
り
上

空
か
ら
眺
め
な
が
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

大
陸
と
も
別
れ
、
コ
バ
ル
ト
ブ
ル
ー
の

海
、
サ
ン
ゴ
礁
の
連
な
る
島
々
の
美
し

さ
を
飛
行
機
の
な
か
か
ら
も
見
せ
て
く

れ
ま
し
た
。
機
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
だ
さ
れ
た
地
図
に
よ
り
、
離
陸
後
約

四
時
間
で
赤
道
を
通
過
、
グ
ア
ム
島
・

藤

栄云
同

司

サ
イ
パ
ン
島
を
過
ぎ
八
丈
島
上
空
で
本

土
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　
午
後
五
時
三
十
分
成
田
空
港
に
無
事

着
陸
。
入
国
手
続
き
も
ス
ム
ー
ズ
に
通

過
で
き
、
空
港
よ
り
江
南
町
へ
向
か
い

ま
し
た
。

　
午
後
九
時
役
場
に
到
着
。

　
八
日
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
修

が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
た
感
じ
が
し

ま
し
た
。
こ
れ
も
全
員
が
楽
し
く
無
事

に
過
ご
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
海
外
研
修
を
通
じ
て
色

々
と
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
糧
に
今
後
の
仕
事
に
活
か

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●

水道の故障・修理は、

水道工事を施工した

指定工事店または、

当番の指定工事店へ

お願いしてください。

1月の当番日 指定工事店名 電話番号

1　・　5　・10。15・20。25・30 ㈲松　本　設　備 36－5177

2　・　6　・11・16・21・26・31 ㈲加藤ポンプ店 36－0310

3　・　7　・12　・17　・22　・27 ㈱光　栄　建　設 36－1052

4　・　8　・13・18・23・28 ㈱コ　バ　ヤ　シ 36－1206

9　　・　14　・　19　・　24　・　29 ㈲笠原設備工業所 36－3662
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　　新しい民生・児童委員セ
　　　　　　　紹介します

　任期満了にともなう民生・児童委員が、12月1日に厚

生大臣より委嘱されましたので紹介します。

　民生・児童委員には、今後3年間、各担当地区の福祉

向上のため、また、わたしたちの一番身近かな相談相手

として、ご尽力いただきます。ご心配なことがありまし

たら、お気軽にご相談ください。

民生児童委員名簿

ケ←

　　　　　－　　　　
←

　　　
廟●鰯

σ

身
体
障
害
者
相
談
員
の
紹
介

　
平
成
七
年
十
二
月
一
日
付
で
、

橋
本
和
子
さ
ん
が
埼
玉
県
知
事
よ

り
身
体
障
害
者
相
談
員
に
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
更
生

　
援
護
に
応
じ
、

　
う
と
と
も
こ
、

．
絡
に
あ
た
り
、

・
活
動
の
推
進
、

や　　引

　　　ひ　や
ぞ

必
要
な
指
導
を
行

身
体
障
害
者
地
域

関
係
機
関
等
の
連

身
近
な
相
談
相
手

と
し
て
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
連
絡
先

　
江
南
町
大
字
小
江
川
二
一
五
九
－
一

　
　
　
　
　
橋
　
本
　
和
　
子

　
　
　
電
話
三
六
－
一
二
九
四

よ
い
こ
に
電
話
相
談

　
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所
で
は
、
「
子

ど
も
と
家
庭
4
1
5
2
電
話
相
談
」
（
よ

い
こ
に
電
話
相
談
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
両
親
か
ら
の
相
談
は
も
ち
ろ
ん
、
子

ど
も
本
人
や
保
護
者
以
外
の
人
か
ら
の

相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談
の

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
い
　
　
ニ
　
　
に

　
暦
〇
四
八
－
七
七
五
ー
四
一
五
二

◎
相
談
時
間

　
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
（
祝

　
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

　
（
受
付
は
午
後
八
時
三
十
分
ま
で
）

◎
相
談
内
容
（
O
歳
～
十
八
歳
未
満
）

　
O
い
じ
め
・
学
校
生
活
・
友
人
関
係

　
　
の
悩
み
に
つ
い
て

　
0
子
ど
も
の
発
達
に
つ
い
て

　
o
そ
の
他
子
育
て
全
般
に
つ
い
て

氏　　名 電話番号 担当地区

● 関　口　和　枝 36－0995 成沢坂下

（
1
∪ 内　山　博　子 36－3636 成沢坂上1
の
） 澤　田　ノブ子 36－0928 成沢坂上2

星　野　静　子 36－1057 成沢坂上3

小　柴　捷　子 36－1168 三　本

芝　　　市　郎 36－1806 上新田

新　井　久　平 36－2451 上押切

持　田　俊　男 36－2138 下押切

● 馬　場　　　宏 36－2212 樋春北

（
じ 大　澤　照　三 36－1620 樋春南

水　野　龍　夫 36－1174 御正新田坂上仕）

高　田　　　和 36－0012 御正新田坂上m

● 橋　本　松　枝 36－2052 御正新田坂下

森　田　節　子 36－0992 須賀広

木　村　武　雄 36－2439 野　原

福　田　岸　子 36－1650 小江川東部

野　本　善　司 36－1582 小江川西部

○ 寺　田　由佳子 36－1528 小江川北部

○ 中　島　丈　夫 36－3572 塩

字治川　太　平 36－2078 板井上

飯　島　啓　作 36－1369 板井下

柴　　　サツヱ 36－0930
ナヒ；

木’

木　村　巳　美 36－2281 千1㈹
● 古　屋　宗　一 36－5279 パークシティ

○ 富　田　沙知子 36－2635 中　央1

○印は新任の委員です。

●

　
　
江
南
中
央
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業

　
で
は
、
現
在
、
基
本
計
画
書
の
見
直
し

　
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
基
本
計
画

　
書
の
中
に
は
、
資
金
計
画
や
平
均
減
歩

　
率
、
排
水
計
画
な
ど
が
う
た
わ
れ
ま
す
。

　
　
そ
の
後
、
事
業
計
画
書
の
作
成
に
入

　
り
定
款
を
作
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
基
本

　
計
画
や
事
業
計
画
を
も
と
に
、
来
年
度

　
に
本
同
意
書
の
取
り
ま
と
め
を
行
い
ま

　
す
。

　
　
事
業
を
行
う
に
は
、
皆
様
の
ご
理
解

　
と
ご
協
力
が
必
要
で
す
。
土
地
区
画
整

　
理
法
で
は
、
組
合
で
事
業
を
行
う
場
合
、

　
地
権
者
、
借
地
権
者
の
数
と
面
積
の
三

　
分
の
二
以
上
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま

　
す
。
事
業
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
保
留

　
地
処
分
金
、
国
や
県
の
補
助
金
、
町
の

　
助
成
金
な
ど
を
あ
て
ま
す
。

　
基
盤
整
備
に
今
後
も
取
り
組
ん
で
ま
い

　
願
い
い
た
し
ま
す
。

φ■◎ぐ
←

，
　
町
で
は
、
　
「
明
る
く
住
み
よ
い
町
づ

｝

く
り
」
を
め
ざ
し
て
、
市
街
化
区
域
の

｝や

・
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

＋ 4　　や ■ や　　轡弓　　　†軌
→

色
’
。
1
も
X

o
嚇
o

熊
谷
都
市
計
画
の
変
更

案
等
の
縦
覧
に
つ
い
て

　
埼
玉
県
及
び
川
本
町
で
は
、
熊
谷
都

市
計
画
区
域
の
都
市
計
画
の
う
ち
、
川

本
町
に
係
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
変
更
案
等
の
縦
覧
を
行
い
ま

す
。　

　
　
都
市
計
画
の
種
類

　
①
熊
谷
都
市
計
画
市
街
化
区
域
及
び

　
　
市
街
化
調
整
区
域
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
（
県
決
定
）

　
②
熊
谷
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
（
県
決
定
）

　
③
熊
谷
都
市
計
画
武
川
中
央
土
地
区

　
　
画
整
理
事
業
の
決
定
（
い
わ
ゆ
る

　
　
区
域
決
定
・
町
決
定
）

　
　
　
縦
覧
期
間

　
一
月
十
七
日
（
水
）
か
ら
一
月
三
十

日
（
火
）
ま
で

　
　
　
時
　
　
間

　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

　
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　
場
　
　
所

　
江
南
町
建
設
課

　
埼
玉
県
都
市
計
画
課

　
熊
谷
土
木
事
務
所

　
熊
谷
市
都
市
整
備
課

　
川
本
町
都
市
計
画
課

※
③
の
縦
覧
は
川
本
町
都
市
計
画
課
で

　
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
川
本
町
都
市
計
画
課
へ

　
T
E
L
八
三
－
二
七
八
一

（7）



卜‘ツワス

↓
〇
三
〇
ω

　　　　　　江　南　町　表　彰

（個人）…福田　清

わたり江南町議会議員として町の発展に寄与されたことにより表彰さ

o

（個人）…柴田　守次
わたり江南町議会議員として町の発展に寄与されたことにより表彰さ

O

（個人）…新井　義男
わたり年金委員として精励し、住民福祉の向上に貢献されたことによ
れました。

（団体）…株式会社ゼクセル
文化会館の建設に際し寄付をされ、地域文化の振興に寄与されたこと
彰されました。

者
に
た
者
に
た
者
に
さ
者
合
表

賞
年
し
賞
年
し
賞
年
彰
賞
総
り

受
永
ま
受
永
ま
受
永
表
受
町
よ

☆
れ
☆
れ
☆
り
☆
に

クリーンハイキング

　　　’穣，

縮縄
鰍娩

紳

　㈱ゼクセル江南工場で、社会貢献活動の一

環として、ゴミや空きカンを拾いながらハイ

キングをする「クリーンハイキング」が10月

28日に行われました。

　9回目を迎えた今回の活動には157名が参

加し、町内の主要道路を約4㎞歩き、たくさ

んのゴミが集まりました。

嫌

．
●

●



トピ，りリス 身近かな話題、ホツトなニゴ嶺スをお寄せください。

の
O
繭

　
　
　
O

彩の国ふるさとめぐり

　12月7日㈲、熊谷県民センター主催による

彩の国ふるさとめぐりが行われました。

　このふるさとめぐりはバスで県の施設を見

学し、県政への理解と関心を高めるとともに、

見学した施設や県政に対する意見・要望を聴

き、県政の運営に役立たせるというもので、

参加者26名はさいたま芸術劇場、埼玉県警察

本部を見学しました。

　　江南山の会

県総体で総合第3位

　10月29日（日）、平成7年度県民総合体育大会

山岳競技会が奥秩父の二子山において行われ

ました。

　江南町からは、江南山の会が縦走競技に出

場し、男子は第2位・女子は第3位と健闘し、

男女総合では第3位という成績をおさめまし

た。

　　　信号機灯入式、ρ

　12月18日（月〉、千代地内の交差点に信号

機が設置され、その灯入式が行われまし

た。

　この交差点は、朝夕の交通量が多く、

小・中学生の通学路にもなっていて地域

からの信号機設置が要望されていました。

　灯入式には、警察関係者や町関係者が

出席し、交通次長と議会総務委員長と町

長が灯入れをして無事信号機に灯が入り

ました。

　　　　　　　　　　　，螺懸

　　　　　　　　　　　　　　　繍

　　　　　町を美しく
　12月10日、町のコミュニティづくり推進協

議会の呼びかけにより、町内一斉清掃が行わ

れました。

　回収場所となった役場の裏には空き缶の山

ができましたが、皆さんの毎年の努力が実を

結び、その量は去年と比べるとかなり少なく

なっています。

　町内が大変きれいにな1）ました。皆さんの

ご協力に感謝いたします。

蓑

難

鍵
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ち
　
　
　
ま
・
つ

　
　
　
　
　
　
　
吻
暴
自
膿
字

　
痴
呆
と
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
起

こ
っ
て
く
る
知
能
障
害
を
い
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
で
き
て
い
た

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
日
常
生
活
に

も
大
き
な
支
障
が
で
て
き
ま
す
。
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
状
態
に
あ
る
老
人
の
こ
と
を
痴
呆

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

性
老
人
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
痴
呆
は
何
ら
か
の
原
因
で
脳
の

神
経
細
胞
や
組
織
の
障
害
を
う
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
脳
出

血
・
脳
梗
塞
・
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
i
型
老

年
痴
呆
！
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
i
病
・
各
種

脳
炎
・
脳
腫
瘍
・
頭
部
外
傷
な
ど
様
々

な
原
因
に
よ
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
頻

度
が
高
い
の
は
、
脳
血
管
性
痴
呆
と
ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
i
型
老
年
痴
呆
で
す
。
日

本
で
は
老
人
の
痴
呆
の
約
七
十
五
督
を

占
め
ま
す
。

●
痴
呆
性
老
人
の
特
徴

　
痴
呆
性
老
人
の
一
般
的
特
徴
は
知
能

障
害
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
①
ひ
ど
い
物
忘
れ
（
記
憶
障
害
）

　
少
し
前
に
聞
い
た
こ
と
や
見
た
こ
と

も
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
、
し
か
も

自
分
の
物
忘
れ
の
ひ
ど
さ
に
気
付
き
ま

せ
ん
。

　
②
時
間
・
場
所
・
人
物
の
見
当
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
が
で
き
な
く
な
る
（
見
当
識
障
害
）

　
今
は
何
時
頃
な
の
か
、
何
月
か
、
季

節
は
い
つ
か
、
こ
こ
は
何
処
か
、
家
族

が
誰
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

ひ
ど
く
な
る
と
、
配
偶
者
や
家
族
の
こ

と
さ
え
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　
③
理
解
力
・
判
断
力
の
低
下
や
一
般

　
的
知
識
・
計
算
力
の
低
下

　
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
他
人
と
話
し
あ

う
際
に
相
手
の
話
す
内
容
を
理
解
で
き

ず
、
と
ん
ち
ん
か
ん
な
返
答
を
し
た
り
、

用
事
を
頼
ま
れ
て
も
理
解
で
き
ず
間
違

い
を
起
こ
し
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
知

人
に
会
っ
た
ら
あ
い
さ
つ
す
る
、
買
物

を
し
た
ら
お
金
を
払
う
な
ど
の
常
識
的

な
知
識
が
失
わ
れ
た
り
、
簡
単
な
計
算

も
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
④
日
常
生
活
能
力
の
障
害

　
衣
類
の
着
脱
、
食
事
の
摂
取
、
入
浴
、

排
便
、
排
尿
も
ひ
と
り
で
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
の
他
に
人
柄
の
変
化
、
忘

想
、
せ
ん
妄
、
俳
徊
、
不
潔
行
為
な
ど

様
々
な
精
神
症
状
や
問
題
行
動
を
伴
い

ま
す
。

●
早
め
に
対
応
す
る
こ
と
が
大
切

　
放
置
し
て
お
く
と
、
ひ
ど
い
痴
呆
や

寝
た
き
り
状
態
と
な
り
や
す
い
の
で
、

痴
呆
の
疑
い
が
も
た
れ
た
ら
、
病
院
や

診
療
所
で
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
痴
呆
性
老
人
の
介
護
は
長
期

戦
で
す
。
家
族
だ
け
で
悩
ま
ず
役
場
の

保
健
衛
生
課
・
保
健
婦
へ
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

1
、

1

」㌧1

払

㌧

塾

　　　角
し

算へ》」ε

　
十
二
月
十
日
、
第
十
七
回
江
南
町
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
が
町
民
体
育
館
で
開

か
れ
ま
し
た
。

　
近
隣
市
町
村
か
ら
の
チ
ー
ム
を
含
め

六
十
八
チ
ー
ム
が
参
加
し
て
行
わ
れ
、

各
コ
ー
ト
と
も
熱
戦
が
展
開
さ
れ
ま
し

た
。

　
入
賞
者
（
優
勝
～
三
位
）
は
次
の
と

お
り
で
す
。

▼
一
般
男
子
A
の
部

優
勝
植
木
・
岩
瀬
（
嵐
山
町
）

準
優
勝
　
蛭
間
・
野
口
（
イ
ー
グ
ル
）

　
三
位
東
・
荻
原
（
イ
ー
グ
ル
）

▼
口
般
男
子
B
の
部

　
優
勝
石
井
・
松
村
（
妻
沼
町
）

　
準
優
勝
　
藤
井
・
福
田
（
ゼ
リ
ア
）

　
三
位
浅
沼
・
小
野
里
（
ゼ
ク
セ
ル
）

▼
一
般
女
子
A
の
部

　
優
　
勝
　
山
崎
・
持
田
（
吉
岡
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
南
）

　
準
優
勝
　
鈴
木
・
板
倉
（
深
谷
市
）

　
三
位
町
田
・
高
野
（
秩
父
市
）

▼
一
般
女
子
B
の
部

　
優
　
勝
　
鶴
井
・
稲
毛
（
東
松
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ン
ト
）

　
準
優
勝
　
山
下
・
庄
司
（
嵐
山
町
）

　
三
位
栗
田
・
渋
沢
（
熊
谷
ス
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ピ
ー
）

▼
一
般
女
子
C
の
部

　
優
勝
大
河
・
棒
（
東
松
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ン
ト
）

　
準
優
勝
　
中
島
・
高
荷
（
川
本
町
）

　
三
　
位
　
奥
本
・
神
沼
（
熊
谷
ス
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ピ
i
）

（10）

●

●



り

ゐ、るさと

再発見

地
名
は
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
く

　
　
　
　
　
　
「
宿
」

　
宿
と
は
文
字
通
り
「
宿
る
」
と
こ
ろ

で
旅
行
・
交
通
に
関
わ
る
人
馬
の
宿
と

し
て
街
道
に
接
し
て
発
達
し
た
。
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ガ
や

人
家
が
軒
を
連
ら
ね
て
並
ぶ
賑
か
な
所

を
い
う
場
合
も
あ
る
の
で
本
稿
も
多
く

の
推
測
中
の
】
案
に
過
ぎ
な
い
。

　
宿
地
名
の
残
る
御
正
新
田
地
内
に
は

主
要
地
方
道
熊
谷
寄
居
線
が
東
西
に
、

や
や
離
れ
て
い
る
が
国
道
四
〇
七
号
線

が
南
北
に
通
過
し
て
い
る
。
ま
た
「
宿

前
」
・
「
宿
浦
」
な
ど
の
地
名
も
周
囲

に
み
え
、
元
々
の
宿
よ
り
地
名
が
発
生

し
広
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
宿
の
成
立
が
古
い
の
で
は

な
い
か
と
す
る
由
縁
で
あ
る
。
旧
稿
の

御
正
新
田
・
春
野
原
・
鍛
治
屋
敷
・
大

坂
な
ど
で
触
れ
た
よ
う
に
、
約
千
二
百

年
前
の
江
南
町
域
に
は
官
道
（
国
道
）

が
通
っ
て
い
た
。
東
山
道
武
蔵
路
と
さ

れ
る
国
道
四
〇
七
号
線
は
武
蔵
国
と
上

野
・
下
野
国
を
結
ぶ
幹
線
道
で
、
荒
川

南
岸
よ
り
分
岐
し
江
南
町
を
抜
け
寄
居

町
方
面
へ
向
う
路
線
が
、
柴
地
内
に
所

在
す
る
寺
内
廃
寺
と
板
井
に
所
在
す
る

出
雲
伊
波
比
神
社
の
間
を
通
っ
て
い
た
。

　
建
久
二
年
（
二
九
一
）
熊
谷
直
実

の
領
地
を
記
し
た
「
熊
谷
蓮
生
坊
譲
状
」

中
に
み
え
る
「
村
岳
（
岡
）
境
大
道
」

は
古
代
の
東
山
道
で
あ
り
鎌
倉
街
道
と

し
て
も
使
わ
れ
、
現
国
道
に
至
る
と
考

鯛
第57話

え
ら
れ
て
い
る
。
文
書
中
の
「
村
岳
（
岡
）
」

は
現
在
も
残
る
地
名
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
は
当
時
の
交
易
の
中
心
で
あ
っ
た
「
市
」

が
開
ら
か
れ
て
い
た
。
市
は
渡
場
、
辻

な
ど
の
交
通
の
要
衝
に
生
れ
、
村
岡
の

市
も
繁
盛
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

蓮
生
が
往
生
の
期
日
を
市
に
掲
げ
た
と

こ
ろ
数
千
の
人
々
が
集
ま
っ
た
と
さ
れ

る
伝
承
も
市
に
往
来
す
る
人
々
が
多
数

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
「
市
」
に
は
隣
接
し
て
人

馬
の
仮
泊
す
る
宿
が
自
然
と
整
備
さ
れ

て
い
た
。
市
・
宿
の
遺
跡
発
掘

例
は
少
な
く
、
広
島
県
の
草
戸

千
軒
町
遺
跡
な
ど
が
中
世
の
市
、
、
、
h

・
宿
の
様
子
を
知
ら
せ
て
く
れ
…
㌘

る
。
物
資
を
保
管
す
る
倉
庫
が

並
び
、
職
人
が
集
ま
り
、
荷
物

を
運
搬
す
る
た
め
の
牛
・
馬
を

飼
育
し
た
場
所
ま
で
整
備
し
た

場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
市

と
宿
の
姿
は
村
岡
の
市
と
御
正

新
田
の
宿
と
の
周
辺
に
も
、
か

つ
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
か

も
し
れ
な
い
。

　
畠
山
重
忠
の
滅
亡
以
後
、
御

正
新
田
・
万
吉
・
村
岡
周
辺
は

に
っ
　
た

新
田
氏
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
一
族
の
中
か
ら
岩
松
氏

が
地
頭
（
領
地
の
管
理
者
）
と

な
っ
て
い
る
。
新
田
氏
と
の
関
係
は
重

忠
未
亡
人
を
岩
松
氏
が
妻
に
迎
え
た
こ

と
も
あ
ろ
う
が
、
古
代
以
来
の
交
通
路

が
両
者
を
結
ん
で
い
た
こ
と
も
一
因
で

あ
ろ
う
。
新
田
氏
の
勢
力
範
囲
（
群
馬

県
太
田
市
～
境
町
周
辺
）
と
領
地
と
さ

れ
る
万
吉
・
御
正
新
田
地
域
は
直
線
で

結
ば
れ
、
経
済
の
拠
点
で
あ
っ
た
市
も

お
さ
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
近
世
以
降
は
前
代
の
宿
に
加
え
新
た

な
宿
が
街
道
整
備
に
伴
い
設
置
さ
れ
た
。

宿
場
が
そ
れ
だ
が
、
埼
玉
県
内
の
主
要

街
道
か
ら
は
江
南
町
は
逸
れ
、
村
岡
の

市
も
姿
を
消
し
、
新
た
に
熊
谷
宿
が
整

備
さ
れ
て
い
く
。
中
世
の
市
・
宿
と
も

に
荒
川
の
洪
水
に
埋
没
し
た
も
の
が
、

地
名
に
由
緒
を
残
す
ば
か
り
で
あ
る
。

鯛
　
秋
晴
れ
の
十
一
月
二
十
三
日
、
第
二

十
一
回
町
民
歩
け
歩
け
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で

約
三
百
名
が
参
加
し
、
約
十
五
・
五
キ

ロ
の
コ
ー
ス
を
全
口
塁
元
歩
し
ま
し
た
。

　
運
動
公
園
を
午
前
九
時
に
出
発
し
、

浄
水
場
、
御
正
新
田
の
浄
安
寺
、
樋
春

の
平
山
家
住
宅
を
見
学
、
荒
川
の
河
川

敷
に
て
昼
食
。
北
小
学
校
で
宝
さ
が
し

ゲ
ー
ム
、
ウ
ル
ト
ラ
ク
イ
ズ
を
行
い
、

楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

ジ
ョ
ギ
ン
グ
大
会
の

お
知
ら
せ

　
今
回
で
十
三
回
目
に
な
る
町
民
ジ
ョ

ギ
ン
グ
大
会
が
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ

ま
す
。
ご
家
族
・

参
加
く
だ
さ
い
。

期
　
日

場
　
所

ご
近
所
そ
ろ
っ
て
ご

平
成
八
年
｝
月
二
日
（
火
）

北
小
学
校
前
田
園
コ
ー
ス

江
南
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

で
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
受

付
、
開
会
式
は
十
時
か
ら
。

ス
キ
ー
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
／

　
ウ
イ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
人
気

の
あ
る
ス
キ
ー
を
、
広
く
町
民
の
皆
さ

ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
町
体

育
協
会
で
は
次
の
と
お
り
ス
キ
ー
教
室

を
開
催
し
ま
す
。

参場日
加

費所時

申
込
み

問
合
せ

平
成
八
年
二
月
四
日
（
日
）

苗
場
ス
キ
ー
場

大
人
　
四
、
O
O
O
円

子
供
（
中
学
生
以
下
）

　
　
　
三
、
O
O
O
円

｝
月
八
日
（
月
）
よ
り
｝
月

十
二
日
（
金
）
ま
で
に
参
加

費
を
添
え
て
教
育
委
員
会
へ

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

（
鞭
鷲
な
り
し
だ
い
）

江
南
町
教
育
委
員
会

費
三
六
ー
一
五
一
二

　
　
　
㈹
二
二
二
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旧引”、ツ7

一

内容

任期

人員
期限

申込み

問合せ

（公務員を除く）

県消費者保護条例に基づく

各規程の順守状況の調査、

アンケート調査に対する回

答、研修会への出席など

平成8年4月から
平成9年3月まで
150名

平成8年2月10日働
（消印有効）

官製はがきに①郵便番号・

住所②氏名（ふりがな）③

電話番号④性別⑤生年月日

⑥年齢（平成8年4月1日
現在）⑦職業⑧県消費生活

モニターの経験の有無⑨作

文「私の消費生活」または

「消費者行政に望むこと」

（100字程度）を記入し、

〒336浦和市高砂3－15－1埼

玉県消費生活課消費者保護

係へ送付してください。

埼玉県消費生活課

行048－830－2938

退職準備研修の受講生募集

対

日

会
内

象県内に在住か在勤で、おお

　むね50歳以上の勤労者また

　は勤労者夫婦

時　第1回
　　8年2月3日（土）・10日（土〉

　第2回
　　8年3月2日（土）・9日仕）

　いずれも10時～16時
場　さいたま共済会館（浦和市）

容　健康管理・社会参加・くら

　　　しと法律・生きがいなどに

　　　ついての講義

費用2，000円
定員各回とも100人
申込み　1月12日働（消印有効）ま

　　　でに、各市町村の高齢者福
　　　祉担当課で配布中の申込用

　　　紙に必要事項を明記して、

　　　下記へお送りください。

問合せ　圓埼玉県高齢者生きがい振

　　　興財団（費048－831－2206）

團　画　囮
20歳になったら国民年金の
加入手続きをしましょう

●成人式を迎えられるみなさん、お

めでとうございます。

　20歳になると、成人として社会の

中でも多くの権利が認められるよう

になります。その反面、義務や責任

も生じてくることになります。国民

年金の加入もこの業務のひとつです。

●20歳は国民年金加入のスタートで
す。

　日本国内に住むすべての人は20歳

になると国民年金に加入することに

なつています。20歳になったばかり

のみなさんには年金はまだ遠い先の

話かも知れません。でも老後は必ず

やって来ます。また長い人生のなか

では思いがけない事故もあります。

こんなときあなたを守ってくれるの

が国民年金制度です。

　必ず、市町村役場国民年金係で加

入手続きをしましょう。

最低資本金を満たすための

　増資等の登記は早めに

　平成8年3月31日までに、株式会
杜の資本金は1，000万円、有限会杜

は300万円になっていなければなり

ません。この最低資本金に達してい

ない会社は解散したものとみなされ

ますので、注意する必要があります。

増資等の手続きには期間を要します

ので、早めに準備を進める必要があ
『）ます。

　くわしくは、浦和地方法務局熊谷

支局（a24－8805）までお・たずねく

ださい。

「フレフレテレフォン」のご利用を

　働いているときや働きたいとき、

育児・介護・食事などで、不安なこ

とや困ったことに出会ったら、「フ

レフレテレフォン」へご相談くださ

い。相談内容に沿って、公的なもの
をはじめ、民間の施設やサービス1

相談窓口など、地域の情報をご案内
します。

相談日　毎週月～金曜日

時問午前9時30分～
　　　　　　　　午後4時30分
問合せ　フレフレテレフォン埼玉

　　　（智048－824－7007）または、

　　　財）21世紀職業財団

　　　（費03－5276－3692）へ
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一 二
う
を
勘

　
　
俳
句
会
⑯

休
診
と
貼
紙
あ
り
て
医
者
も
風
邪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
井
加
津

家
中
の
風
邪
に
は
足
り
ぬ
置
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
　
正
次

流
行
風
邪
貰
は
ぬ
う
ち
の
予
防
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
原
　
ひ
さ

風
邪
貰
い
身
の
置
処
な
き
一
ト
日
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
　
道
子

　
　
　
　
む
ず

風
の
子
が
憤
か
っ
て
居
る
母
の
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
島
　
孫
一

風
邪
引
い
て
か
す
か
な
寝
息
孫
の
風
邪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
谷
　
ま
つ

風
邪
封
じ
母
の
ぬ
く
み
の
湿
布
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
井
ト
モ
子

喉
風
邪
と
軽
く
あ
し
ら
い
こ
じ
ら
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
原
　
久
枝

風
邪
一
つ
引
か
ぬ
我
が
身
の
有
難
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
岡
　
牧
子

皆
風
邪
で
我
が
家
の
お
風
呂
は
公
休
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
鹿
原
そ
の
子

君
と
僕
電
話
で
話
す
風
邪
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
慎
治
郎

冷
水
摩
擦
続
け
る
父
は
風
邪
知
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
川
マ
ッ
ェ

節
々
の
痛
み
堪
へ
て
風
邪
に
寝
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宅
森
　
清
次

引
い
た
か
な
我
一
人
言
風
邪
ぐ
す
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
崎
　
直
子

篭
7
私

7ぐ

秀

風
邪
引
か
ぬ
日
々
を
過
し
て
有
難
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
津
千
代
ー

ハ
ス
キ
ー
と
云
は
れ
風
邪
声
愛
ほ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
沢
　
直
江

風
邪
の
眼
に
湯
気
の
ぬ
く
も
り
伝
は
り

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
　
と
よ

北
国
に
暮
ら
せ
し
頃
は
風
邪
知
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
田
　
育
子

風
邪
の
身
に
ほ
ろ
苦
き
も
の
白
湯
の
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
花
枝

老
い
た
れ
ど
風
邪
に
は
負
け
ぬ
元
気
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
山
芳
久

風
邪
ご
も
り
秩
父
の
峰
の
白
か
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
　
和
子

葛
根
湯
コ
ト
コ
ト
煮
立
つ
風
邪
の
部
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
益
次
郎

風
邪
熱
の
幼
子
の
瞳
の
潤
み
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
島
　
文
恵

風
の
音
耳
も
と
ゆ
す
る
子
守
唄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
口
文
三
郎

妻
風
邪
に
臥
し
て
一
人
の
朝
餉
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
井
政
男
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農林学級（1月）

開難顯 内　　　　　容 時　間

12日㈹ 家庭果樹の植え付けと 13：30

せん定　e
13日（1二） 木工ネズミの型抜き 競 10：00

13日（」二〉 野菜の収穫㊧ 10：00

13日CD 木工ネズミの型抜き綿 13：30

17日（胸 サトイモの料理ρ 10：00

19日（金） 木工工作入門教室 ∋ 10二〇〇

～ （道具の使い方から蓋 ～

20日（土） 付き小箱作りまで） 16：00

21日（日） 木工踏み台作り　翻 10：00

21日（ゆ 野菜の収穫〆㊧ 10：00

24日（弱 にぼうと　e 10：00

27日（・D 野菜の収穫　④ 10：00

28日（日） 木工工作室開放日　e 10：00
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花き園芸講座（1月〉

・開催日 内　　　　　容 費　用

11日休〉 バラのせん定 無　　料

12日㈹ 家庭果樹の植え付け 無　　料

とせん定

23日（火） 切り花（バラ）の包 1，500円

装技術

25日（翁 サクラソウの植え付

け

1，000円

※時間は、午後1時30分

対象一般県民

受付

問合せ

1月5日働午前8時30分か
ら行います。

大里郡川本町本田5768－1

埼玉県農林公園内・植物振

興センター分室奮83－2841

医療費・住宅取得等特別

控除（還付申告）説明会

日　時平成8年2月7日・9日
　　　・午前9時30分から医療費

　　　控除
　　　・午後1時から住宅取得等

　　　特別控除
会場熊谷市立市民ホール
　　　（会場の駐車場は利用でき

　　　ません）

※くわしくは、税務署からのチラシ

「還付申告（住宅取得等特別控除／

医療費控除）説明会のご案内」をご

覧ください。

　なお、午前と午後では対象とする

還付申告書が異なりますのでご注意

ください。

間合せ　熊谷税務署　智21－2905

成人式にご出席を

20歳を迎え、成人となられた皆さ

んを祝う「成人式」を次のとお1）行

います。

大人への出発の節目として、一生

の思い出となるよう出席してくださ

い。

日時平成8年1月15日
　　　午前9時30分より受付
場所勤労福祉センター

團團國圓
　　看護学生募集

平成8年4月に開設する深谷大里

看護専門学校の学生募集が下記の要

領で実施されます。

〔学校概要等〕

学校名　深谷大里看護専門学校

所在地　深谷市新戒749－1

課　程　三年課程（全日制）

定　員　40名（3学年総定員120名）

試験日

推薦入試・社会人入試

　　　　平成8年1月26日
　出願期間　1月12日～22日

一次募集　　平成8年2月16日

　出願期間　2月1日～9日
二次募集　　平成8年3月14日

　出願期間　2月29日～3月8日
募集要項などの請求については、6闘

開設準備室へ郵便小為替（1，000円）

を送付してください。

　その他詳細については、下記にお

問い合わせください。

　深谷大里看護専門学校開設準備室

〒366深谷市常盤町62－2智74－0474

※この看護専門学校は、深谷市と大

里郡6町1村の協力のもとに深谷市
・大里郡医師会が設置運営をしてい
ます。

平成8年度

　埼玉県消費生活モニター

対象満20歳以上の県内在住者
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平成7年　救急車出動状況

救急出動状況 11　月 累　計

交　　　　　　　通 4件 58件

一　　般　　負　　傷 7件 28件

急　　　　　　　病 17件 146件
そ　　　の　　　他 0件 30件

合　　　　　　　計 28件 262件
（13）



　　　　　　けん
長倉　　賢ちゃん㊧
　平成7年3月4日生

両親｛馨雛樋春

　初めまして僕、賢ちゃん！

大好きな幸樹お兄ちゃんと

いつも一緒に遊んでいるの。

　早く大きくなってサッカ

ー教えてもらいたいな。

、
噸

　　　ひろ　　き
松本弥樹ちゃん㊤
　平成7年1月19日生

両親｛裏鰍樋春

　甘えん坊で1人ぼっちが

大嫌いなヒロくんは、コア

ラさんみたいに抱っこして

いると気分最高なんだよネ

っ！

橋本ほのかちゃん＠
　平成7年1月25日生

両親｛塁縦ん征，正新田

　ちょっとおしゃまで泣虫

だけどいつも元気でお遊び

藩慈驚・イ

　　　　とも　　かず

寺島友和ちゃん㊧
　平成7年2月17日生

両親｛購乏小江，、，

　お兄ちゃんの洋服がちょ

うどいい位のおおきな男の

子です。おおきくなっても

兄弟仲良く元気に育ってほ

しいです。
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①
鮭
は
、
骨
や
皮
を
取
り
の
ぞ
き
三
～

　
五
枚
に
そ
ぎ
切
り
に
し
て
、
白
ワ
イ

　
ン
を
ふ
り
か
け
て
置
き
ま
す
。

②
湯
を
沸
し
ほ
う
れ
ん
草
を
か
た
め
に

　
さ
っ
と
茄
で
ま
す
。
水
に
さ
ら
し
て

　
軽
く
絞
り
、
約
三
㎝
の
長
さ
に
切
っ

　
て
置
き
ま
す
。

③
乾
い
た
ボ
ー
ル
に
④
の
調
味
料
を
入

　
れ
泡
立
て
な
い
様
に
か
き
混
ぜ
ま
す
。

④
③
に
①
と
②
を
入
れ
、
手
早
く
あ
え

　
ま
す
。

⑤
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枚
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皿
の
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全
面
に
サ
ラ

　
ダ
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少
々
を
て
い
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に
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り
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。

⑥
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が
二
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に
な
っ
た
ら
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を
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て
五
～
六
分
焼
き
ま
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。
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り

　
で
す
。
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一
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七
日
は
、
七
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が
ゆ
を
食
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る

日
で
す
ね
。
こ
の
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習
は
平
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時
代
か

ら
あ
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よ
う
で
、
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も

登
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い
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。
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旧
暦
の
時
代
は
野
に
出
て
若
菜
を
摘

ん
だ
も
の
が
、
新
暦
に
な
っ
て
か
ら
は

雪
深
い
と
こ
ろ
な
ど
で
は
七
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を
そ
ろ

え
る
こ
と
が
難
し
く
、
一
～
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の

菜
だ
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を
使
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こ
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最
近
は
、
七
種
の
草
を
セ
ッ
ト
に
し
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鉢
植
え
し
た
も
の
も
売
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
七
草
を
フ
リ
ー
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ド
ラ
イ
に
し

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
、
か

ゆ
に
入
れ
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
こ
れ

を
ふ
り
か
け
代
わ
り
に
ご
飯
に
か
け
て

食
べ
る
人
も
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
七
草
を
食
し
て
新
し
い
年
を
元
気

で
過
ご
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
は
変

わ
り
は
な
い
わ
け
で
す
。




