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新長浜大橋の完成、旧長浜大橋の県道橋と

しての存続決定など、橋の話題をめぐっては

明るいニュースが続いていますが、残るもう

1つの橋の問題、すなわち旧長浜大橋の今後

の交通制限について、このほど愛媛県から通

達があり、この4月1日からは①重さは 2ト

ン，車以内~幅は普通自動車程度まで・・とする
ことになり、心配されていたマイカー(ただ

し制限内)の通行には支障のないものとなり

ました。

2トン車以上の車などの通行を禁止した制

限の理由は新長浜大橋を建設しなければなら

なかったことと同じで、すなわち、旧大橋は

昭和10年にかけられたものであることから老

朽化もいちじるしく、潮風による鋼材の腐食，

状態も非常に進んでおり、耐荷力も低下して

重量車の交通には絶えられないものとなって

いるため。そして、今後この橋をより長期間

存続させてゆくには、この範囲の制限が必要

であるためです。

私たちの暮らしに極めて重要な、しかも文

化財的にもその価値の高いこの名橋が、いつ

までも存続してくれることを願って、皆さん

のいたわりと、この制限に立ナするごT品カをお

願しミいたします。

完成した公営住宅10棟自

沖
浦
の
小
浦
団
地
に
、
さ
ら
に
公
営

住
宅
一
む
ね
十
六
戸
が
こ
の
ほ
ど
完
成
、

町
で
は
回
覧
文
書
や
有
線
放
送
で
こ
の

こ
と
を
お
し
ら
せ
し
て
、
二
月
二
十
三

日
か
ら
三
月
十
三
日
ま
で
入
居
希
望
者

を
募
集
し
ま
し
た
。

こ
ん
ど
完
成
し
た
の
は
十
棟
目
で
、

総
工
費
八
千
五
百
九
万
八
千
円
、
構
造

は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

こ
れ
で
二
百
戸
を
目
標
と
し
た
大
規
模

住
宅
団
地
計
画
に
基
づ
き
百
二
十
六
戸

が
で
き
上
が
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

九
棟
目
ま
で
の
百
十
戸
の
入
居
率
は

一
O
O
%と
好
評
で
、
ま
だ
ま
だ
住
宅

の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
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昭
和
四
十
八
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
後
、
日
本
経
済
も
イ
ン
フ

レ
と
不
況
の
波
に
揺
れ
に
揺
れ
、
右
も
左
も
「
倒
産
」

「
失
業
」
と
い
っ
た
暗
い
情
勢
が
続
い
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
国
を
は
じ
め
財

界
、
そ
し
て
県
や
市
町
村
な
ど
地
方
自

治
体
に
お
い
て
も
必
死
の
対
応
策
を

打
ち
出
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
、
と

り
わ
け
公
共
事
業
の
推
進
に
よ
っ

て
景
気
の
浮
揚
を
図
る
こ
と
を
最

善
策
と
し
て
最
大
の
力
を
注
い
で

い
ま
す
。

璽露璽

製

藍璽額

ば兄
工小
1

号、軍~

費
、也

底家 燃 は衣 食
具 き 手ヰ料 も

1=1 
雑 の料 口口

貨 庖 庄 庖

i舌

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
私
た
ち
の
長
浜
町

で
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
に
独
自
で
策
定
し

て
い
る
長
浜
町
振
興
基
本
構
想
に
添
っ
て
町
政

推
進
に
と
り
組
む
一
方
、
国
の
こ
の
方
針
と
相
ま

っ
て
五
十
一
、
五
十
二
年
度
と
引
き
続
き
公
共
事

業
の
推
進
に
よ
る
景
気
浮
揚
策
を
重
点
施
策
の
第
一
点
に
取
り

上
げ
て
実
施
し
て
き
で
お
り
、
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き
る
交

通
通
信
体
系
の
整
備
、
産
業
基
盤
の
充
実
、
そ
れ
に
日
常
生
活

に
直
結
す
る
生
活
環
境
整
備
な
ど
を
中
心
に
、
必
要
度
の
高
い

も
の
か
ら
強
力
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
私
た
ち
の
町
で
は
、
こ
の
た
び
国
会
で
可
決
し
た
建

設
事
業
推
進
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
十
五
か
月
予
算
」
な
る
施

策
と
も
相
ま
っ
て
、
さ
ら
に
五
十
三
年
度
も
こ
の
対
応
策
を
引

き
続
き
重
点
施
策
の
第
一
点
に
打
ち
出
し
て
推
進
し
て
ゆ
く
考

え
で
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
こ
の

公
共
事
業
の
推
進
が
な
ぜ
景
気
浮
揚
に
、
な
ぜ
国
民
あ
る
い
は

私
た
ち
町
民
の
ふ
と
こ
ろ
に
関
係
あ
る
の
か
、
「
建
設
業
者
な

ど
特
定
の
者
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
関
係
な
い
ビ
ゃ
あ
な
い

か
」
・
と
思
わ
れ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
私
た
ち
の
町
の
、
あ
る
い

は
私
た
ち
の
景
気
浮
揚
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
こ
こ
で

は
道
路
の
新
設
改
良
事
業
が
及
ぼ
す
影
響
を
例
に
、
図
を
用
い

て
ご
紹
介
し
て
み
ま
し
た
。

金

{
図
説
〕
総
合

的
に
は
ご
ら
ん
の

通
り
の
業
者
や
従

業
員
、
底
舗
、
公

共
機
関
、
金
融
機

関
、
病
院
な
ど
に

メ
リ
ッ
ト
(
利
益
)

が
お
よ
ぶ
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
が
、

間
接
的
に
は
税
金

の
増
収
に
も
つ
な

が
り
、
地
域
の
発

展
の
た
め
使
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、

町
民
全
体
へ
の
メ

リ
ッ
ト
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

。

こ
の
う
ち
建
設
請
負
業
者
や
関
連
業

者
自
身
以
外
の
方
へ
の
メ
リ
ッ
ト
を
拾

い
上
げ
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
、
業
者
に

雇
わ
れ
て
い
る
従
業
員
の
賃
金
の
安
定

あ
る
い
は
増
額
に
つ
な
が
る
ほ
か
、
こ

の
事
業
を
行
う
上
で
さ
ら
に
従
業
員
が

必
要
と
な
り
、
低
迷
し
て
い
る
農
林
、

漁
家
、
失
業
さ
れ
て
い
る
方
々
に
も
職

場
や
賃
金
を
与
え
る
、
す
な
わ
ち
所
得

を
補
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
賃
金
の
安
定
・
増
額

。
確
保
は
、
や
が
て
消
費
、
投
資
、
預

貯
金
、
税
金
な
ど
の
形
で
、
私
た
ち
の

町
の
商
庖
や
企
業
、
公
共
機
関
な
ど
に

一=

-
Z 

んなよう。春の陽気に満開と

なった桜の空をながめ、レン

ゲのジ、ュータンに腰を下ろし

て手作り弁当を広げる家族づ

れを見るのは、いかにも健康

的で明かるい。

4月9日は、歌言liiファンに

とって待望のご都はるみショ

ーミを長高体育館で開演。で

き上がったと長浜音頭ミも歌

ってもらうことになって何より。

4月は祭り、花見のシーズ

ン。近年、祭りのムードが下

火がちな反面、花見行楽は盛

しおり

メ
リ
ッ
ト
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
り
、
た
と
え
ば
食
料
品
や
衣
料

品
、
燃
料
底
、
家
具
底
、
文
具
庖
、
そ
の

他
い
ろ
い
ろ
な
庖
舗
の
購
買
量
の
増
大

に
つ
な
が
る
ほ
か
、
金
融
機
関
の
預
貯

金
、
税
収
の
増
大
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
請
負

っ
た
建
設
業
者
や
関
連
業
者
自
身
で
も

大
口
の
形
で
物
品
を
消
費
し
た
り
、
金

融
箇
で
の
取
り
引
き
が
起
こ
っ
た
り
、

法
人
税
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
り
し
て
地

域
の
景
気
に
メ
リ
ッ
ト
弁
』
も
た
ら
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
通
信
、
医
療
、
輸
送
、
自
動

車
修
理
な
ど
、
公
共
事
業
は
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
地
域
の
景
気
浮
揚
に
極
め
て
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

昭
和
五
十
三
年
度
も
四
月
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
こ
と
を
十
分
ご
理
解
項
き
、
今

後
も
公
共
事
業
の
推
進
に
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
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地
域
総
合
教
育
が
強
く
さ
方
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
ご
指
導
を
項
き
「
父
母
の
習
慣
⑤
合
掌
の
習
慣
|
三
/

品
者
d噴
出
一
け
ば
れ
て
い
る
昨
今
、
長
浜
の
昧
と
は
、
父
母
が
一
生
懸
命
生
き
て
み
せ
る
こ
と
な
ど
の
基
本
的
習
慣
づ
け
の
必

/
5

1
J
H
H
-
;
一
町
で
も
地
域
、
家
庭
、
学
校
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
ま
し
た
。
私
の
印
象
に
残
っ
た
要
性
で
し
た
。
こ
の
一
日
を
通
し
て
ぷ
/

が
提
携
を
密
に
し
て
、
望
ま
こ
と
は
、
四
十
一
人
の
皆
さ
ん
が
、
お
や
じ
、
お
ふ
私
の
特
に
感
じ
た
こ
と
は
、
現
代
の
青

J
F

し
い
人
間
関
係
の
確
立
と
郷
土
長
浜
の
明
く
ろ
の
昧
を
よ
り
強
め
る
た
め
に
建
設
的
な
意
見
を
少
年
は
合
理
的
で
明
朗
、
積
極
的
で
自
己
点

る
い
未
来
を
築
く
た
め
に
総
合
教
育
を
展
ぷ
発
表
し
て
お
ら
れ
た
真
剣
な
姿
で
し
た
。
何
一
つ
で
表
現
が
巧
み
で
あ
る
反
面
、
身
体
的
、
精
神
/

関

し

て

お

ら

れ

ま

す

。

去

る

二

月

二

十

六

出

子

て

的

面

で

が

ま

ん

す

る

こ

と

が

欠

け

て

い

る

こ

と

o
/

日

長

浜

町

中

央

公

民

館

で

、

各

種

団

体

約

ど

札

勤

労

と

か

、

奉

仕

と

い

う

面

で

も

実

践

の

場

や

時

川

百

七

十

人

が

参

加

し

て

公

民

館

研

究

大

会

な

割

問

が

失

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

強

く

?

ま

し

た

o

川

が

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

占

山

に

ま

た

、

合

掌

の

習

慣

に

つ

い

て

の

話

か

ら

、

日

本

W

始

め

に

次

の

一

一

一

つ

の

テ

l

マ

に

よ

り

分

題

拾

の

家

庭

で

は

宗

教

的

な

心

を

育

て

る

こ

と

が

忘

れ

ら

ゆ

科

会

が

も

た

れ

ま

し

た

。

①

た

く

ま

し

い

間

究

れ

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

も

話

さ

れ

ま

し

た

。

宗

教

ル

青

少

年

を

育

て

よ

る

お

や

じ

ま

く

の

鯛

心

と

ま

で

い

か

な

く

て

も

毎

日

の

生

活

の

中

で

感

謝

川

ろ
の
味
を
強
め
よ
う
③
ふ
る
さ
と
長
浜
を
年
1

民

と

反

省

を

大

切

に

し

て

い

き

た

い

と

恩

い

ま

し

た

o

仙

見
直
そ
う

o

b

公

最

後

に

、

地

域

の

人

た

ち

が

、

青

少

年

を

と

り

ま

川

，〆
d

私

は

二

分

科

会

に

出

席

し

ま

し

た

。

出

主

司

く

悪

い

条

件

を

根

気

よ

く

掘

り

起

こ

し

て

、

み

ん

な

で

伽

海

、

豊

茂

地

区

の

二

人

の

方

か

ら

現

在

実

:

よ

い

知

恵

を

出

し

合

い

連

帯

意

識

を

強

め

て

、

長

浜

伽

践

し

て

お

ら

れ

る

貴

重

な

体

験

に

基

づ

い

て

問

題

が

の

人

ゃ

つ

く

り

に

努

力

し

て

い

き

た

い

と

強

く

感

銘

を

川

提

起

さ

れ

た

後

、

健

康

づ

く

り

、

し

つ

け

の

問

題

等

い

た

し

ま

し

た

o

川

々
の
話
し
合
い
が
も
た
れ
ま
し
た
。
助
言
者
の
先
生

公共事業とそ

のメリット図説

道路の新設改良の場合

露盤璽

-3-

.Jb 品 選~早乙

現貯金(借入)物資購入
自 f然 白

11占5斗 動舗
商 j魚 森 E民お歪 銀 イ主 フ守 {車|多

中本
宅

、/

工
組

リ E里
M 

建
ン

工.6.. 協 メユ、 協 行 な
二日 口

二ロ又凡 ど 士号

jji験

j捕子稲田

(54歳)

下須戒・主嬬

き
て
い
な
い
自
分
を
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。

続
い
て
日
本
藤
樹
会
々
長
・
小
出
哲
夫
先
生
の
「
幸

福
を
築
く
教
育
」
と
題
し
て
講
演
を
う
か
が
い
ま
し

た
。
そ
の
主
な
こ
と
は
、
①
が
ま
ん
す
る
習
慣
②
優

し
く
親
切
に
す
る
習
慣
③
正
直
に
す
る
習
慣
④
従
順

時
年
慶

1
月
末
現

在
の
実
施
状
況

参
考
と
し
て
一
月
末
現
在
の
昭
和
五

十
二
年
度
の
主
な
公
共
事
業
の
実
施
状

況
を
ご
紹
介
し
ま
す
と
次
の
グ
ラ
フ
の

通
り
で
す
。

{
図
説
〕
生
活
お
よ
び
産
業
基
盤
と

な
り
ま
す
道
路
関
係
事
業
は
三
二
・

O

%
。
公
営
住
宅
、
公
園
、
消
防
施
設
な

ど
生
活
環
境
を
改
善
す
る
事
業
が
一
六

.
九
%
。
港
湾
漁
港
な
ど
の
産
業
基
盤
を

整
備
す
る
事
業
が
三
三
個
六
%
。
産
業

振
興
施
設
が
六
・
六
%
。
交
通
通
信
施

設
が
五
・
八
%
。
教
育
施
設
が
四
・
四

%
。
社
会
福
祉
施
設
が
若
干
と
い
う
構

成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(
注
)
国
道
、
県
道
、
工
事
で
町
が

負
担
金
を
出
し
て
い
な
い
事
業
は
含
ま

れ
て
わ
り
ま
せ
ん
。
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加
%
が
的
歳

以
上

か
つ
て
の
国
民
病

と
言
わ
れ
、
国
内
で

昭
和
二
十
五
年
ま
で

死
因
順
位
の
首
位
を

占
め
て
い
た
結
核
は
、

予
防
や
医
療
態
勢
の

充
実
な
ど
に
よ
っ
て

い
ち
じ
る
し
く
減
少
、

今
で
は
第
十
位
に
な

り
ま
し
た
。
と
言
っ

て
も
、
そ
れ
は
結
核

が
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
も
な
け
れ

ば
、
過
去
の
病
気
に

な
っ
た
と
い
う
わ
け

で
も
な
く
、
そ
の
順

位
は
年
齢
が
高
ま
る

に
つ
れ
て
上
位
と
な

り
、
死
亡
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
の
が
一

つ
の
特
徴
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
を
患

者
数
で
見
て
も
そ
の

傾
向
を
表
わ
し
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
昭

和
五
十
一
年
十
二
月
末
の
全
国
の
登
録

患
者
数
約
六
十
七
万
人
の
う
ち
五
十
万

人
余
り
は
四
十
歳
以
上
の
人
が
占
め
て

お
り
、
こ
れ
を
長
浜
町
内
で
見
て
み
ま

す
と
、
患
者
数
は
百
三
十
八
人
で
、
こ

の
う
ち
四
十
歳
以
上
の
方
は
約
八

O
%

を
占
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
百
三
十
八
人
と
い
う

患
者
数
は
、
人
口
の
割
合
い
で
見
ま
す

と
大
洲
市
、
喜
多
郡
内
で
は
表
ー
の
よ

う
に
河
辺
村
に
次
い
で
二
番
目
に
高
く
、

し
か
も
こ
の
よ
う
な
状
態
は
今
に
始
っ

た
こ
と
で
は
な
く
十
数
年
前
か
ら
も
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
だ
ま
だ
多
く
の
方
が
結
核
に
む
し

ば
ま
れ
て
い
ま
す
。

新
た
な
患
者
も

ほ
と
ん
ど
が

こ
の
よ
う
に
患
者
率
が
高
い
原
因
を

考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
一
因
と
し
て

長
浜
町
で
は
、
十
五
歳
以
上
の
一
般
の

方
(
学
生
や
事
業
所
な
ど
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
方
は
除
く
)
に
対
し
て
行
わ
れ

て
い
る
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
の
受
診
率
が

グ
ラ
フ

1
の
通
り
他
の
市
町
村
に
比
べ

て
大
変
低
く
、
さ
ら
に
年
々
低
下
し
て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
最
近
新
た
に

患
者
と
し
て
登
録
さ
れ

た
人
の
場
合
を
見
て
も
、

や
は
り
検
診
を
受
け
て

い
な
か
っ
た
人
が
多
く

を
占
め
て
い
る
の
が
実

情
で
す
。

長浜町でのレントゲン検診は毎年5月と 10月
ごろの年2回行っていきます。

年
一
回
は
必
ず

レ
ン
ト
ゲ
ン
を

そ
こ
で
、
結
核
に
つ

い
て
も
予
防
対
策
と
早

期
発
見
が
第
一
で
す
。

結
核
予
防
法
に
よ
り

①
四
歳
に
な
る
ま
で
に

一
回
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

日
年
消
防
団
出
初
式

日口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口

、
心
身
鐘
鐸

の
職
堂
一

長
中
柔
剣
道
場
が
完
成

待
望
の
長
浜
中
学
校
柔

剣
道
場
が
完
成
、
二
月
十

四
日
に
竣
工
式
が
行
わ
れ

十
洛
成
し
た
道
場
は
、
現

代
っ
子
に
と
か
く
欠
け
て

お
り
が
ち
疋
と
い
わ
れ
る

心
身
の
鍛
錬
を
向
上
し
て

ゆ
く
た
め
に
建
設
さ
れ
た

も
の
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
、
屋
根
鉄
板
ぶ
き
。

平
家
建
て
だ
が
外
観
は
ど

っ
し
り
と
落
ち
着
い
た
和

風
。
練
習
場
は
畳
敷
き
の

柔
道
場
と
板
張
り
の
剣
道

場
が
半
分
、
ず
つ
占
め
て
わ

り
、
ほ
か
に
倉
庫
、
物
入

れ
、
更
衣
室
、
洗
面
所
な

ど
が
あ
り
、
夜
間
の
社
会
体
育
に

も
使
用
で
き
る
照
明
も
設
備
さ
れ

て
い
る
。
広
さ
は
全
部
で
三
百
六

十
四
平
方

M
o
去
年
の
八
月
に
着

工
、
総
工
費
二
千
二
百
六
十
万
円

と
約
七
か
月
の
月
日
を
か
け
て
完

成
し
た
も
の
。

竣
工
式
は
、
町
理
事
者
や
町
議

会
関
係
者
の
ほ
か
、

P
T
A
や
工

事
関
係
者
、
そ
れ
に
同
校
の
柔
剣

道
部
の
生
徒
ら
多
数
が
出
席
、
式

典
に
先
立
っ
て
ま
ず
は
同
道
場
で

神
事
が
と
り
行
わ
れ
た
ほ
か
、
大

洲
警
察
署
員
に
よ
る
柔
道
、
長
浜
の
上
田

高
生
@
大
田
武
且
一
旦
師
範
に
よ
る
剣
道
の

模
範
演
技
を
行
っ
て
道
場
開
き
を
し
た
。

会
場
を
屋
内
体
育
館
に
移
し
て
行
わ

昭
和
五
十
三
年
消
防
の
門
出
を
飾
る

長
浜
町
消
防
団
出
初
式
は
快
晴
に
恵
ま

外装はこげ茶色。落ち着いた風格の柔剣道場全容

れ
た
式
典
に
は
生
徒
も
全
員
が
出

席
、
菊
地
町
長
が
「
道
場
の
完
成

に
よ
り
本
校
武
道
が
中
学
校
教
育

振
興
の
大
き
な
柱
と
な
る
よ
う
・
」

に
と
式
辞
を
。
菊
地
教
育
委
員

長
の
告
辞
、
菊
地
議
長
の
祝
辞
、

矢
野
校
長
の
謝
辞
に
次
い
で
、
同

校
剣
道
部
主
将
の
岩
城
清
隆
君
が

「
こ
の
立
派
な
道
場
に
ふ
さ
わ
し

く
心
身
を
鍛
え
、
優
れ
た
成
績
を

残
す
よ
う
毎
日
練
習
に
励
み
た
い
」
と

感
謝
の
こ
と
ば
を
述
べ
た
。

こ
の
道
場
が
真
に
心
身
鍛
錬
の
場
ど

し
て
成
果
を
上
げ
る
よ
う
期
待
し
た
い
。

新築成った道場で思い切り
練習に励む長中柔剣道部員

れ
た
三
月
五
日
、
長

浜
中
学
校
グ
ラ
ン
ド

に
二
宮
義
徳
団
長
以

下
約
四
百
六
十
人
の

団
員
、
広
域
消
防
岸

長
浜
支
署
長
以
下
十

五
人
の
署
員
が
出
動
し
て
行
わ
れ
、
来

賓
や
一
般
多
数
が
見
守
る
中
、
ポ
ン
プ
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操
法
や
分
列
行
進
、
そ
れ
に
、

こ
と
し
は
泊
防
署
員
に
よ
る
明

治
時
代
の
腕
用
ポ
ン
プ
(
手
押

し
ポ
ン
プ
)
を
使
つ
て
の
消
防

演
技
な
ど
を
行
っ
て
、
終
始
堂

々
の
勇
姿
を
ひ
ろ
う
し
た
。

ま
た
、
続
い
て
行
わ
れ
た
消

防
活
動
に
功
労
功
績
の
あ
っ
た

団
員
や
一
般
協
力
者
な
ど
に
対

す
る
表
彰
式
で
は
、
津
田
忠
と

副
団
長
ほ
か
百
二
十
六
人
の
団

員
、
一
団
体
、
内
助
の
功
賞
に

櫛
生
の
清
水
ク
マ
子
さ
ん
、
一
般

協
力
者
で
は
白
滝
の
山
本
松
造
さ
ん
ら

で
五
人
が
そ
れ
ヂ
れ
表
彰
さ
れ
た
。
(
表

彰
さ
れ
た
方
々
は
七
ペ
ー
ジ
に
紹
介
)

引
き
続
き
町
長
式
辞
、
県
知
事
代
理

ら
来
賓
多
数
の
祝
辞
、
団
長
訓
辞
、
消

防
長
あ
い
さ
つ
ー
な
ど
が
あ
り
閉
式
。

こ
の
あ
と
、
長
中
ブ
ラ
λ
バ
ン
ド
隊

を
先
頭
に
町
内
を
パ
レ
ー
ド
し
て
火
の

届
心
を
呼
び
か
け
た
。
な
お
、
恒
例
の

一
斉
放
水
は
、
旧
長
浜
大
橋
が
改
修
工

事
中
の
た
め
、
今
年
は
取
り
止
め
ら
れ

た。

反
応
検
査
(
ツ
反

J

と
B

C
G
接
種
を
行
う
山
小
学

校
一
年
と
中
学
二
年
に
は

ツ
反
を
行
い
、
陽
性
者
に

は
X
線
間
接
撮
影
を
行
う
。

陰
性
者
に
は

B
C
3
J
Z媛

慢
し
、
さ
ら
に
翌
年
再
び

ツ
反
を
行
っ
て
陰
性
で
あ

れ
ば
再
び
B
C
G
J官
接
種

す
る
③
十
五
歳
以
上
の
方

は
毎
年
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影

を
行
う
ー
な
ど
を
定
め
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
欠
か
さ
ず
受

け
る
こ
と
が
ま
ぞ
大
切
で

ト

9
0

一
般
の
方
の
レ
ン
ト
ゲ

ン
検
診
は
、
私
た
ち
の
町

で
は
毎
年
五
月
と
十
月
ご

ろ
の
二
回
行
っ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
年
一
同
ほ
必
ず

こ
の
検
診
を
受
け
、
早
期

発
見
、
早
期
治
療
に
よ
り

結
核
を
な
く
し
で
ゆ
き
な

い
も
の
で
す
。

口口口口口口口口口口口口口口口己口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口

や団長から服装点

49 50 51 
年年年

年次昭
45 46 'i7 ，]8 
年司ご年1f

r

一

帯

員

の

熱

手

0

・0

・0
3
o
-

明
治
の
ポ
ン
プ

η

大一止
hu
臨
法

と
一
動
作
ご
と
に
号
令
が
下
る
。
し
か

し
そ
の
動
作
は
す
べ
て
足
の
ヒ
ザ
を
曲

げ
で
は
な
ら
な
い
と
あ
り
、
ま
る
で
オ

モ
チ
ャ
の
兵
隊
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
動
作
に
観
衆
の
爆
笑
を
呼
ん
だ
。

や
が
て
放
水
態
勢
完
了
。
テ
ン
ト
用

布
地
の
バ
ケ
ツ
で

H

呼
び
水
H

な
る
も

の
が
ポ
ン
プ
タ
ン
ケ
に
リ
レ
ー
で
汲
み

ニ
ま
れ
(
真
空
状
態
に
す
る
た
め
)
、

い
ざ
、
ポ
ン
プ
作
動
開
始
。
一
二
人
ず
つ

に
分
か
れ
全
身
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て

ポ
ン
プ
を
こ
ぐ
様
が
こ
れ
ま
た
威
勢
よ

く
拍
手
拍
手
。
見
く
び
る
な
か
れ
や
が

て
二
十
ド
も
の
水
柱
が
渇
春
の
青
空
に

舞
い
上
が
っ
た
。
が
、
こ
、
ぎ
手
の
顔
つ

き
も
昇
天
の
血
色
。
こ
の
当
り
当
時
は

入
手
が
い
か
に
必
要
か
、
そ
し
て
、
文

明
の
力

μ

自
動
ポ
ン
プ
H

が
い
か
に
あ

り
が
た
い
か
ま
ざ
ま
、
さ
。

こ
の
ポ
ン
プ
、
明
治
十
七
年
に
ド
イ

ツ
か
ら
四
百
五
十
円
で
輸
入
、
園
内
の

議
者
が
一
台
当
り
三
百
阿

i
五
円
で
模

造
し
て
国
産
化
し
た
と
い

7
も
の
で
、

お
隣
り
の
粟
葎
水
防
倉
庵
(
八
多
喜
)

い
い
眠
っ
て
い
た
の
を
四
、
五
年
前
に
署

員
が
見
つ
け
「
歴
史
的
な
価
値
を
生
か

し
て
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
い
う

わ
け
。ア

レ
や
コ
レ
や
の
資
料
を
ひ
も
と
き

み
っ
ち
り
訓
練
、
門
出
に
花
を
添
え
た

署
員
一
向
に
刀
敬
礼
U

H

38，759 

2，385 

(昭和51年12月末j

14，533 

6，633 

4，168 

「
ポ
ン
プ
操
法
今
昔
」
と
で
も
題
し

よ
う
か
、
こ
と
し
の
出
初
式
の
呼
び
も

の
、
明
治
時
代
の
腕
弔
ポ
ン
プ
を
使
い

大
一
ヰ
時
代
の
操
法
を
平
均
年
齢
二
十
一

歳
の
現
代
っ
子
消
防
署
員
が
び
る
う
し

と
「
消
防
演
技
」
が
予
恕
通
り
好
評
を

博
し
、
式
典
に
花
を
添
え
た
。

直
経
一
日
の
車
輪
の
つ
い
た
犬
八
車

の
よ
う
な
搬
送
車
に
腕
用
ポ
ン
プ
、
す

な
わ
ち
手
押
ポ
ン
プ
を
積
み
、
手
綱
を

つ
け
て
十

色
人
が
か
り

↓
で
山
引
っ
ぱ

り
、
あ
る

い
は
後
押

し
し
て
勢

い
よ
く
走

り
込
む
桜

は
、
今
と

は
一
味
異

な
る
威
勢

が
あ
っ
て

盛
ん
な
拍

手
。
と
こ

ろ
が
肝

心
の

操
法

シ
」
弁
士
9

318 

97 

41 

25 

26 

大洲市 j

内 f日fI 
五十崎IU]

日!i:JlI匝T

河辺村

新
長
浜
大
橋
竣
工
開
通
記
念
の
八
ミ
リ
記
録
映
画
、
題

し
て
「
新
し
い
橋
」
が
こ
の
ほ
ど
完
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
新
長
浜
大
橋
が
唆
工
開
通
し
た
昭
和
五
十
二
年

卜
一
月
二
十
一
日
の
祝
賀
行
事
を
中
心
に
そ
の
ぎ
び
の
表

情
を
町
史
に
残
し
て
む
く
た
め
、
町
が
制
作
費
十
万
円
を

か
け
、
長
浜
の
銀
座
フ
ォ

i
ト
に
撮
影
を
依
頼
し
て
制
作

し
た
も
の
で
、
三
十
分
の
記
録
映
闘
で
す
。

内
容
は
、
竣
工
お
よ
び
開
通
式
の
模
様
の
ほ
か
に
、
こ

の
士
事
を
行
っ
た
鹿
島
悠
設
の
協
力
も
あ
っ
て
造
工
か
ら

完
成
に
至
る
建
設
工
事
経
過
の
両
面
も
押
入
さ
れ
て
立
体

的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
長
、
浜
嵐
(
川
秀
)
な
ど

周
辺
の
描
写
、
飛
行
機
か
ら
の
空
中
撮
影
な
ど
が
画
面
を

引
き
締
め
て
い
ま
す
。

町
で
は
で
き
る
限
り
、
集
会
な
ど
の
機
会
を
捕
え
て
町

内
の
皆
さ
ん
に
見
て

頂
く
こ
と
に
し
て
い

宇
品
4
9
0

bいざ放水関姶〆
必死に腕用ポンプ
をこぐスタッフ。
もの診しさに多く
の収材薄も右往左
往。

マいざ出陣/威努

のよさでは現代消
防にも引けをとら
ないこの姿。

-5-

戸

二

1
1
1
3

集
会
な
ど
で
花
日
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開 明醐蹄明都商京 国 間 間 関 蹴 繭 瞬 隅 湾 臨 璽 盟 盤酷醸翻翻臨翻葱彊臨調今月の声醐幽幽幽臨盤幽臨脚制問岨織内四

明治44年4月 1日以後生まれの方は

掛け金ナシでは年金もナシ

老齢福祉年金

声・・私の近所のある72歳のお年寄りは国

民年金をもらっていますが、聞くところで

はこの人は掛け金をかけていないのにもら

っているということでした。それは老齢福

祉年金とかいうのだそうです。実は私も年

金の掛け金をかけていませんが、 70歳にな

ったら年金がもらえるのでしょうか。(---

ことし66歳のー老人)

お答え・現在70歳以上のお年寄りが受け

ている国民年金の老齢福祉年金は、だれで

も70歳になれば支給されると思っている方

がありましたら、それは大変な誤解です。

国民年金に加入していなくても支給され

る老齢福祉年金は明治44年4月 1日以前に

生まれた人(ただし、 5年年金、 10年年金

を受けている方は除く)に限られているも

ので、その後に生まれた人は国民年金保険

に加入し、必要な期間について保険料を納

めるか、免除を受けていなければ国民年金

保険からは何の年金も支給されません。で

すから国民年金に当然加入しなければなら

ないのに、まだ加入していない人は役場窓

口でいますぐ手続きをしましょう。
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今月の

声一一筆失礼いたします。

実は三界を祭っています

カギを開けておくことはで

きないでしょうか。

私も水子を祭っています

ので、お参りに花と線香を

t寺ってよく行きますが、い

つお参りしてもカギがかか

っていて、お水や花をあげ

ることができません。

t，>主主にだけはきれいに祭

ってもらっていますが、ふ

だんはカギがかかっている

ため花も枯れ、いつも心を

痛めています。戸だけ締め

ておいてカギは聞けておく

ことはてもきないで、しょうか。

(---一町民)

お答え・・お問い合わせの施設は長浜山際

の長浜町共葬墓地に

ある「万霊堂」のこ

とではないかと思わ

れますが、この万霊

堂は海難事故や旅の

途中などで死亡され

た身元不明の方々の

遺骨を安置するため
臣浜町共事軍基地万霊堂

に設置しているもの

です。したがって、ご遺族のわかっている

ものは納めていませんし、その後において

身元がわかった場合はご、遺族にお引き取り

願っています。

また「水子」の場合もここには祭らない

ことになっています。あなたがお申し出の

ことと食い違いがございますので、一度ぜ

ひ役場衛生課までご本人が直接ご連絡項け

れば幸いです。

肝心の「カギ」の問題については、大切

な故人の遺骨を安置している施設ですから、

紛失したり種々の不祥事があってはなりま

せんため、カギをしているわけですので、

ご了承頂きますようお願いします。

また、堂内の清掃などについては今後十

分注意したいと思います。

申し遅れましたが、いつもお参り項い

ておりますこと、厚くわ礼を申し上げま

す。

令事象

水
子
は
祭
っ

て
な
い
は
ず

万
霊
堂
の
カ
ギ
の
開
閤
に
つ
い
て

正
式
に
は
「
木
造

十
一
面
観
音
立
像
」

と
呼
ば
れ
、
大
正
元

年
九
月
三
日
に
国
宝

に
指
定
さ
れ
、
戦
後
「
重
要
文
化
財
」

に
な
り
ま
し
た
。

大
字
沖
浦
の
都
輯
宇
の
宝
蔵
庫
に
あ

り
ま
す
。
像
の
高
さ
は
一
六
三
・
六
七
ち

ん
日
で
、
ひ
の
き
の
一
あ
木
造
り
で
す
。

さ
寺
の
伝
え
で
は
飛
鳥
時
代
に

音
活
躍
し
た
ん
じ
仲
似
昨
(
六

0
0

唱
年
ご
ろ
)
の
作
と
一
言
わ
れ
ま
す

判
が
、
こ
の
像
の
優
美
な
肉
付
き
と

同
豊
か
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
た
た
P

え

;
4

て
い
る
点
は
、
藤
原
時
代
初
期

(八

O
O年
J
九
O
O年
)
の
優
品
で
す
。

に
明
観
音
さ
ん
は
い
古
く
下
関
の
仲

弥
陀
寺
(
現
在
初
抹
聞
神
宮
の
地
)
に

あ
っ
た
の
を
、
寿
永
三
年
(
一
二
八
四

年
)
平
家
滅
亡
の
後
、
高
倉
天
皇
の
皇

后
、
安
徳
天
皇
の
母
、
判
館
ヂ
(
平
清

盛
の
娘
)
か
ら
現
在
の
小
田
町
の
新
宮

中
に
地
以
一
持
、
ル
ソ
れ
、
の
ち
大
洲
の
炉
山

寺
の
盤
珪
国
師
の
も
と
に
う
つ
り
、
三

代
藩
主
の
加
藤
率
一
也
に
よ
っ
て
、
海
上

安
全
の
守
り
神
と
し
て
瑞
龍
寺
が
建

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
本
尊
と

し
て
ま
つ
ら
れ
ま
し
た
。
四
月
十
七
日

は
春
の
大
祭
で
大
変
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

命
問
問
此

忍
品
出
お

十
一
面
観
音
像
(
部
分
)
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表
彰
卒

業

浜
)
石
堂
栄
久
(
戒

@
日
本
消
防
協
会

長
表
彰
(
団
体

)
1

青
島
分
団
婦
人
消
防

団
員
二
十
二
人

@
愛
媛
県
知
事
表

彰

1
坂
田
平
六
(
白

滝
)
石
堂
栄
久
(
戒

@
愛
媛
県
消
防
協
会
長
表
彰

1
奥
野

彰
一
(
仁
久
)
東
義
博
(
黒
田
)
丸
井

恒
男

(
A
7
坊
)
岡
田
常
治
(
櫛
生
)
河

澄
奄
之
助
、
石
山
豊
、
浜
川
春
美
(
以

上
出
海
)
谷
浦
正
(
上
老
松
)
平
田
勝

男
(
白
神
高
)
清
水
正
喜
(
柴
)

①
喜
多
郡
消
防
団
連
合
会
長
表
彰

1

日
高
照
友
、
門
川
和
雄
、
高
田
満
気
、

加
藤
久
司
、
福
田
初
夫
、
田
淵
頼
彦

(
以
上
長
浜
)
中
野
健
蔵
、
山
本
勝
利

(
以
上
黒
田
)
笹
本
智
章
(
沖
浦
)
山

津
田
部
団
長
ほ
か
邸
入

内
闘
の
功
-
一
軍
は
漕
本
ア
マ
子
さ

一
離
で
は
替
浦
さ
ん
ら

5
人

i間関

次
の
方
々
は
、
消
防
活
動
に
功
労
・

功
績
が
あ
っ
間
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
一

月
五
日
に
長
浜
中
学
校
で
行
わ
れ
た
昭

和
五
十
三
年
消
防
団
出
初
式
の
席
上
、

そ
れ
ぞ
れ
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

圏

員

@
消
防
庁
長
官
表
彰
(
永
年
勤
続
功

労
章

)
1津
田
忠
士
(
今
坊
)

@
日
本
消
防
協
会
長
表
彰
(
個
人

)
l

立
脇
宇
之
助
(
青
島
)
鎌
田
博
郷
(
長
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本
安
度
、
田
中
堅
太
郎
、
山
本
多
喜
男
、

植
杉
岳
志
、
村
上
一
憲
、
石
内
義
道
、

山
本
俊
光
、
宝
生
芳
正
、
兵
頭
豊
一
、

村
上
満
宏
、
角
坂
健
次
、
西
国
常
男
、

下
坂
忠
義
、
城
戸
義
晴
(
以
上
櫛
生
)

徳
田
昭
(
白
滝
)
西
宮
安
好
(
柴
)

@
長
浜
町
長
表
彰

l
松
岡
昭
夫
、
高

崎
文
行
(
以
上
長
浜
)
鎌
田
治
幸
(
沖

浦
)
坂
本
高
義
、
池
田
敏
夫
、
矢
野
上

唯
男
(
以
上
今
坊
)
草
川
勝
義
、
水
口

健
、
清
水
志
郎
(
以
上
須
沢
)
垣
見
芳

彦
、
垣
内
福
夫
、
浜
口
儀
一
郎
(
以
上

出
海
)
渡
辺
博
央
、
荒
木
唯
善
、
松
田

内助の功閣の

清水クマ子さん

共同募金 1，072，367円 主おてpf禁固:
歳末は 677，063円 23152最;

分を ら、けけ
上こととなのれのめ通にも 厚毎あ合-

愛 長げめをが成ーな育、りっち く年いい:
長媛 浜ま、こで果助い成社好きま :f，'格募共 3
浜県 町すごこきをと人発会成まし 礼別金同ー

久分共菊長。 報にまあし々展福績して 申の運募 7
1呆会同地 告 感 し げ て へ と 祉 を て 、 しご動金 J

長募 を謝たる多の恵事おは昭 上協にお J
‘七 金嘉 申をここ大愛ま業さ次和 げ力対よ f
三郎会彦 し露盤欝璽盤の五まをしび J

共同募金 (10月 ~12月)い去 和サホブ労働組合、長浜仏教会、〈

惨年より 92，091円多い 1，072，367 区長会、婦人会、町議会議員、

二円が寄せられ、さっそく愛媛県 町職員、そして各法人から特に

:共同募金会に送りました。この ご協力がありました。

三募金は県の共同募金会配分委員 この義援金は長浜町共同募金

〈会で配分され、後日私たちの町 会の子で次の通り町内の恵まれ

三へも配分されることになってわ ない方々に配分され大変喜ばれ

り、社会福祉の事業や活動にJ舌 ました。

?用されます。 [ 施 設 入 所 者 〕 老 人 福祉施設

募金内訳は次の通り。 8か所の46人に 138，000円、児

一般募金 516，852円、大口募 童福祉施設 7か所の12人に36，0
J金 482，300円、バッチ募金 43，8 00円、身心障害者救護施設 lか

.~ 00円、その他(街頭、学校、職 所の 2人に 6，000円、一般救護

J場など)29，415円。 施設 Iか所の 3人に 9，000円。
歳末たすけあい募金b皆さん 〔在宅関係者〕低所得者13世

ーからの一般募金が 420，064円、 帯19人に57，880円、長期療養者

L町から 178，500円、社会福祉協 25世帯26人に68，000円、寝たき

J議会から68，499円の合計677，063 りおよび一人暮らし老人41世帯

三円のほか、義援品として正月用 46人に96，355円、心身障害者26
fもち 300個、あずき 1旬、さと 世帯34人に82，708円、交通災害

う2kg、もち米8kgが寄せられ 遺児13世帯23人に83，000円、母

J ました。 子父子家庭21世帯53人に90，120
なお、今回も長浜幼稚園、昭 円。

崇
幹
、
西
山
和
夫
、
平
井
謙
次
(
以
上

下
須
戎
)
井
上
俊
幸
、
後
藤
喜
久
雄

(
以
上
上
老
松
)
新
田
道
夫
(
白
滝
)

岡
花
貢
(
柴
)

@
長
浜
町
消
防
団
長
表
彰
(
精
勤
章
)

1
津
田
龍
雄
ほ
か
六
十
九
人

般

@
愛
媛
県
消
防
協
会
長
表
彰
(
内
助

の
功
表
彰

)
1清
水
ク
マ
子
(
櫛
生
)

①
長
浜
町
長
表
彰
(
一
般
協
力
者
表

彰

)
1谷
浦
音
一
(
上
老
松
)
成
田
満
、

山
本
松
造
、
久
保
儀
隆
、
丸
川
薫
(
以

上
白
滝
)

マ
谷
浦
さ
ん
は
伊
予
長
浜
駅
構
内
で

の
火
災
を
発
見
、
通
報
、
み
、
ず
か
ら
も

消
火
活
動
を
行
い
未
然
に
防
止
。

マ
成
田
さ
ん
は
白
滝
の
藤
本
信
男
氏

宅
火
災
発
見
、
み
ず
か
ら
消
火
活
動
に

尽
力
、
初
期
消
火
す
。

マ
山
本
、
久
保
、
丸
川
の
三
氏
は
、
白

滝
の
橋
本
隆
一
氏
宅
火
災
発
見
、
み
ず

か
ら
消
火
活
動
に
尽
力
、
初
期
消
火
す
。

上主ム手$ ‘、
『曲マ

ネ士)11)会

会さ譲
奉ん日
仕に年

賞
交
通
の
安
全
を

願
っ
て
町
内
の
カ

ー
ブ
ミ
ラ

l
約
六

十
基
の
清
掃
を
、

昭
和
四
十
五
年
か

ら
も
う
八
年
間
も

続
け
て
い
る
と
い

う
白
滝
の
嘗
川
一
孝
さ
ん
(
四
七

)
l

写
真

l
に
、
こ
の
二
月
二
十
日
八
幡
浜

県
事
務
所
で
行
わ
れ
た
受
章
式
の
席
上
、

愛
媛
県
知
事
か
ら
「
社
会
奉
仕
賞
し
が

贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

晶
画
川
さ
ん
は
昭
和
三
十
六
年
か
ら
伊

予
鉄
パ
ス
の
運
転
手
と
し
て
、
お
も
に

長
浜
J
磯
崎
問
、
長
浜
J
豊
茂
聞
の
路

線
を
走
行
。
当
時
の
道
路
は
舗
装
が
少

な
く
砂
利
道
が
大
部
分
で
あ
っ
た
た
め

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
は
す
ぐ
汚
れ
て
見
え
に

く
く
な
り
危
険
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

毎
月
の
休
日
に
な
る
と
自
家
用
車
に
棒

、
ず
り
、
ぞ
う
き
ん
、
一
一
川
の
ハ
シ
ゴ
、
ガ
ラ

ス
み
が
き
粉
を
積
ん
で
行
つ
て
は
清
掃

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
ド
ラ

イ
バ
ー
か
ら
も
大
変
に
感
謝
さ
れ
て
お

り
、
事
故
防
止
に
大
き
く
役
立
っ
て
い

ま
す
。あ

り
が
と
う
/
蛍
川
さ
ん
。

出
海中

村
本
さ
ん
が
入
選

県
「
少
年
の
自
」
記
念
主
張
作
文

二
月
四
日
は
昔
の
元
服
に
ち
な
ん
で

十
四
歳
を
迎
え
る
少
年
少
女
に
志
を
立

て
自
覚
を
持
た
せ
る
「
少
年
の
日
」
。

こ
の
少
年
の
日
に
ち
な
ん
で
愛
媛
県
な

ど
が
広
く
募
集
し
た
「
少
年
の
臼
記
念

第
十
二
回
少
年
の
主
張
作
文
L

に
応
募

し
た
出
海
中
学
校
二
年
・
村
本
佳
代
さ

ん
の
作
文
「
刀
隅
を
照
ら
す
人
γ

目
ざ
し

て
」
が
入
選
、
二
月
八
日
に
八
幡
浜
市

民
会
館
で
聞
か
れ
た
同
八
幡
浜
大
会
の

席
上
、
県
、
県
教
委
、
県
青
少
年
育
成

協
議
会
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

白
青
の
演
劇
が

最

優

秀

賞

郡
車
問
文
化
祭
で

郡
連
合
青
年
団
の
二
十
周
年
記
念
青

年
文
化
祭
が
三
月
五
日
に
五
十
崎
町
中

央
公
民
館
で
開
催
さ
れ
、
演
劇
や
舞
踊

な
ど
熱
演
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
結
果
、

長
浜
町
か
ら
代
表
出
演
し
た
白
滝
青
年

団
の
「
う
た
え
青
春
」
が
演
劇
の
部
で

最
優
秀
賞
に
、
ま
た
、
踊
り
の
部
で
は

「
人
生
大
太
鼓
L

が
優
秀
賞
に
輝
い
た

ほ
か
、
意
見
発
表
や
紅
白
歌
合
戦
で
も
入

賞
者
が
出
、
好
成
績
を
お
さ
め
ま
し
た
。
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寄
付

O
白
滝
小

学
校
屋

内
体
育

館
建
設

委
員
会

・・・カラ

ー
テ
レ

ビ
五
台
、

ピ
ア
ノ
、

物
置
、

そ
の
他
時
価
二
百
三
十
七
万
七
百

二
十
七
円
の
物
品
を
白
滝
小
学
校

へ。
O
昭
和
五
十
二
年
度
大
和
保
育
所
母

の
会
:
・
レ
コ
ー
ド
プ
レ
イ
ヤ
ー
一
台

(
四
万
円
)
を
大
和
保
育
所
へ
。

ば れ 為のて答
らな卜。は続がプ
くいイ 、けなザブ×
待事レ 思にい l ザ×
つ情な いブかボ l 
てもど やザらタの
かあ、 り!とンエ
ら り す のをいをチ

) 押 ま ぐ 日つ押ケ
し す 出 いらてし×ツ
直 の ら 行すたて×ト
すで す
の 、ぐ
がし鍾畢 CコCコcコ応

L 謹言語し霊童 十

主二 o C::> 0 鶴 一

)器た 雨×ケ
にだ枚によ先 の×ツ
入し、かう、ど玄卜
れ、置わにすろ闘で
てでいい、そはにす
。きてた雨がね ぞ
れおぞの子ゃ う
ばくう日早、×き
感ときにくぬ×ん
じ便んはふれ
の利を玄けた
よで数関る肩

。
戒
川
公
民
館
:
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
レ

コ
ー
ダ
1

購
入
費
の
一
部
金
と
し
て

現
金
十
五
万
円
を
戒
川
小
学
校
ヘ
。

書き損じた『はがきJ

新しいものと交換できます

四
月
二
十
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
は

郵
便
週
間
。

と
こ
ろ
で
、
は
が
き
を
書
い
て
い
て
、

よ
く
あ
る
の
が
書
き
損
じ
。
こ
ん
な
と

き
、
破
っ
て
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
丸
損

で
す
。郵

便
局
で
は
、
書
き
損
じ
た
り
、
汚

し
た
り
、
誤
っ
て
印
刷
し
た
り
し
た
郵

便
は
が
き
や
郵
便
書
簡
(
ミ
ニ
レ
タ

I
)

な
ど
を
、
下
表
の
要
領
で
新
し
い
も
の

と
交
換
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
郵
便

切
手
に
当
た
る
部
分
を
汚
し
た
り
、
傷

つ
け
た
り
し
た
も
の
は
交
換
で
き
ま
せ
ん
。

種 類 手数料

通 常 は が き 1中文につき 3円

往復はがき l枚につき 6円

郵便書簡(ミニレター) 1枚につき 6円|

外 醐ー 1枚につき 5円 l
航空書簡 1枚につき10円

~ 

出出

海海

演漬
}I[JI[ 
由
美
子茂

八四

お
誕
生
お
め
で
と
う
グ

住豊

茂
下
須
戒

白

滝

長

浜

豊

茂

豊

茂柴
中

甫

長

浜

出

海

2
月
届
出
分
(
敬
称
略
)

所

保
護
者
氏
名

菊

地

良

武

曽

我

守

城

戸

吉

信

久
保
田
俊
邦

村

上

常

忠

増

田

公

介

村

上

敏

和

鎌

田

治

幸

近

藤

元

介

中

村

儀

行

お
く
や
み

続
柄

二

男

賢

治

長

男

宣

弘

長

男

充

博

二
女
真
理
子

長
男
雄
一

三

男

利

光

長

女

幸

子

三

男

友

利

三

女

亮

子

二

男

茂

名

死
亡
時
年
齢

{主

所

婚
姻
居
時
年
齢

f主白白 白白下上
柴 須 老

滝 j竜 j竜j竜戒松

2
月
届
出
分
(
敬
称
略
)

所

氏

(
九
一
)

(
八
六
)

(
七
二
)

(
九
二
)

(八

O
)

(
七
一
)

(八

O
)

エープリルブールということば : 

がある。訳して四月馬鹿。酌択で

は4月1日にはどんなウソをつい 主

て人をかついでもとがめられない

という習慣がある。人生に一刻の = 

ゆとりを持とうという生活の知恵?

に違いないA戦時中は非常時とい ? 
うことばで国民は四六時中がんじ : 

がらめ、一瞬のゆとりも許されぬ i 
風潮があって、これが重苦しく暗と

いイメージになって残っている人 τ 

々もまだかなり生きていられるは ? 

ずムさて今日は不景気ということ Z 

ばが実際の不景気以上に幅を利か 2 
せようとする状況が生れつつある。 5

日本人の極端から極端に徹底した i 
おおげさな表現をとらねば気のす

まぬ悪い癖の一つだと思うA 苦し

いとき厳しいときこそひとときの

ゆとりに神経を安らげていらいら ? 
を鎮め、正しい判断、正しい行動 i 
への準備体操とすべきではないか

A 花は満閥、天気はよし、花より

団子、団子より沼へと一献酌むも ; 

よし、この不景気に何たる非常識 ? 

などと目くじらを立てず大らかに ? 
人生を楽しんでもよいではないか 言

A 古人の匂に言う「何ごとぞ花見三

る人の長万」無風流をなじったも

ので、あろうが、不景気なのに何ご i 

とぞ、というよりはまだまだ罪が

ない。江戸庶民の心意気、エープ ? 
リルブールの心に通うものがあっ ; 

て、我々も一つ理屈抜きで馬鹿に き

なってみたいと郷愁を覚えるので

ある。

氏

名

¥
A
7

坊

/

櫛

生

¥
黒
田

/
松
山
市

¥

長

浜

戸

白

滝

¥
下
須
戒

戸
下
須
戒

一一一一三
一二比一

一一一一冊一
一一一ヱ一

大横尾清西漬片松
石山上柳岡岡岡岡

典敏裕幹久勝理憲
子幸美雄栄務校二

松

田

ロ

ク

沖
内
モ
々
ヨ

成

井

義

行

梶
尾
ア
サ
ヨ

梅

園

徳

正

山
口
ム
マ
ヨ

二

宮

時

丸

編

集

後

言己

ゎ
気
付
き
と
思
い
ま
す
が
、
五
十
年

五
月
号
か
ら
の
本
紙
の
記
事
配
列
の
ス

タ
イ
ル
を
、
本
号
か
ら
衣
替
え
し
て
み

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
本
紙
面
を
家
に

た
と
え
て
見
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
は
表

の
関
を
や
さ
し
く
し
て
入
り
や
す
く
、

奥
の
間
に
大
き
く
重
要
な
も
の
を
、
そ

し
て
出
口
は
親
し
み
の
あ
る
も
の
を
ー

と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
も
の
を
、

本
号
か
ら
は
、
や
や
新
聞
的
で
す
が
、

表
の
聞
に
大
き
く
重
要
な
も
の
を
、
奥

の
簡
に
お
知
ら
せ
や
で
き
ご
と
な
ど
と

い
っ
た
も
の
を
、
そ
し
て
出
口
周
辺
の

聞
は
で
き
る
だ
け
皆
さ
ん
に
ご
登
壇
頂

く
こ
と
に
よ
っ
て
親
し
み
あ
る
紙
面
に

ー
と
い
う
ふ
う
に
変
化
を
試
み
て
み
ま

し
た
。ど

ち
ら
に
し
て
も
、
編
集
室
と
し
て

は
皆
さ
ん
に
親
し
ん
で
見
て
項
き
た
い

が
ゆ
え
の
願
い
か
ら
で
す
が
、
見
か
け

だ
け
の
変
化
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
生

活
に
常
に
マ
ッ
チ
し
た
も
の
へ
の
変
化

(
改
善
)
で
な
け
れ
ば
と
戒
め
て
い
ま

す。

田
川
hu羽田

口

楽しく住みよい町、豊かで働きがいのある町

美しい人情と文化の町をつくり、人口をふやしましょう

重量帯世人

3月1日現在 前月との比較

13，439人 8人増
人口 (男川町) ( l~えあ女 7，029

世帯数 3，911世帯 6世帯減

鞠?


