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●趣味で楽団のコントラバスをし
ています．もっと上達したい。松野
茂弘さん（昭和29年生 まれ・吉田三）
●英会話を嘗い始めました。今年
こそは海外に行きたいなあ。俊子
さん（昭和29年生まれ）　●本物
のオペラを晃に行きたい。小百合
ちゃん（昭和53年生まれ）

毎月10日発行　印刷：冷牟田印刷

字高さん親子
◆健康と美容をかねて、ジョギン
グでも始めようかな。字高みゆき
さん（膳和29年生まれ・猪熊）
●英検の4級にチャレンジします。
日出聴くん（昭和53年生まれ）

伊辣谷さん親子
●まずほ健康。仕事を忘れて、余
暇を楽しむ時間が欲しい。伊猪谷
一成さん（昭和29年生まれ・高尾
団地）　●勉強も野球も力いっぱ
いがんばります。－利くん（昭和
53年生まれ）



●対談者　伊藤衛門（水　巻　町　長）

白石磯久男（水巻町議会議長）

′司　会　永沼英和（水巻町総務課長）

今
年
は
町
制
5
0
周
年

豊
か
な
明
日
へ
の
出
発
点

新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
よ
い
お
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
か
。

さ
て
、
新
春
を
飾
る
特
集
は
、
町
長
と
議
長
の
対
談
で
す
。

昭
和
1
5
年
2
月
に
水
巻
町
が
町
制
を
施
行
し
て
、
今
年
で
5
0
年
。
記
念
事
業
や
、
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り

に
つ
い
て
、
お
二
人
に
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

町
制
5
0
周
年
は

多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
で

水
巻
町
を
Ｐ
Ｒ
。

永
沼
　
今
年
は
町
制
五
十
周
年
と
い

う
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
す
。
長
い
歴

史
を
振
り
返
っ
て
、
今
の
気
持
ち
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

伊
藤
　
水
巻
町
が
誕
生
し
て
、
半
世

紀
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
も
議
長
さ

ん
も
町
政
に
携
わ
っ
て
二
十
年
に
な
り

ま
す
。
そ
の
間
に
は
、
日
炭
の
閉
山
や

炭
鉱
跡
地
の
再
開
発
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。
振
り
返
れ
ば

感
慨
も
ひ
と
し
お
で
す
。

白
石
　
そ
う
で
す
ね
。
町
制
が
施
行

さ
れ
た
昭
和
十
五
年
は
、
私
は
ま
だ
子

ち
よ
れ
ノ

供
で
し
た
が
、
役
場
か
ら
吉
田
ま
で
提

ち
ん灯

行
列
を
し
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
終
戦
、
そ
し
て
閉
山
。
思

え
ば
激
動
の
時
代
を
生
き
て
き
た
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

永
沼
　
色
々
な
こ
と
が
思
い
出
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
が
、
今
年
は
五
十
周
年

と
い
う
こ
と
で
、
多
彩
な
催
し
も
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
記
念
事
業
の
主
な
も

の
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

伊
藤
　
主
な
事
業
と
し
て
は
、
高
校

野
球
の
招
待
試
合
、
文
化
講
演
会
、
野

外
コ
ン
サ
ー
ト
の
は
か
、
町
勢
要
覧
や

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
発
行
、
町
民
大
運
動

会
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。
こ
の
五
十

周
年
は
、
町
民
み
ん
な
で
祝
お
う
と
い

う
こ
と
で
「
記
念
事
業
策
定
委
員
会
」

で
広
く
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
て
計
画
が

作
ら
れ
ま
し
た
。

白
石
　
町
民
の
方
々
が
参
加
し
た
策

定
委
員
会
で
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア

を
持
ち
寄
っ
て
決
め
た
こ
と
は
、
理
想

的
な
姿
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
契
機
に

町
民
み
ん
な
で
お
祭
り
を
や
る
よ
う

な
、
う
る
お
い
の
あ
る
町
づ
く
り
が
芽

生
え
た
ら
い
い
な
あ
と
い
う
気
が
し
て

い
ま
す
。
記
念
事
業
が
、
そ
の
出
発
点

に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

伊
藤
私
も
、
財
政
の
許
す
範
囲
で

で
き
る
だ
け
力
を
入
れ
て
や
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
イ
ベ
ン

ト
や
町
の
Ｐ
Ｒ
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を

し
て
、
水
巻
の
名
を
宣
伝
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

白
石
結
構
な
こ
と
で
す
ね
。
町
民

の
だ
れ
も
が
「
こ
こ
に
生
ま
れ
て
よ
か

っ
た
。
こ
の
町
に
生
き
て
い
て
よ
か
っ

た
。
」
と
思
え
る
よ
う
な
、
う
る
お
い
の

あ
る
町
に
し
た
い
で
す
ね
。

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は

3
月
未
に
完
成
。

永
沼
　
昨
年
か
ら
「
ふ
る
さ
と
の
丘

整
備
事
業
」
と
し
て
、
組
合
運
動
公
園

の
整
備
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
多
目
的

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
完
成
も
間
近
で
す
ね
。

伊
藤
　
総
合
運
動
公
園
は
、
総
面
積

七
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
広
大
な
計

画
で
す
が
、
そ
の
う
ち
多
目
的
グ
ラ
ウ

ン
ド
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
芝
生
広
場
な

ど
は
今
年
三
月
末
に
完
成
す
る
予
定
で

す
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
約
一
万
五
千
平
方

㍍
の
広
さ
で
、
ナ
イ
タ
ー
設
備
も
あ
り

ま
す
。
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
や
野
球
の
は
か

サ
ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
に
も
利
用
で
き

ま
す
。
今
年
は
五
十
周
年
を
記
念
し
て
、

高
校
野
球
の
招
待
試
合
や
野
外
コ
ン
サ

ー
ト
も
、
こ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
す
る
予

定
に
し
て
い
ま
す
。

白
石
　
水
巻
の
甲
子
園
が
で
き
ま
す

ね
。
こ
の
事
業
は
計
画
の
当
初
か
ら
、

み
ん
な
の
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
き
た
だ
け

に
、
水
巻
の
立
地
条
件
か
ら
す
れ
ば
理

憩
的
な
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
四
面
も
、
人
工
芝
を

張
っ
た
全
天
候
の
立
派
な
も
の
で
す
。



覇輝静

0なこやかに対談する伊藤衛門町長（右）と
白石磯久男議長（左）

こ
れ
に
来
年
度
、
プ
ー
ル
と
弓
道
場
が

完
成
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
　
私
が
一
番
心
配
し
て
い
る
の

は
、
み
な
さ
ん
に
ど
れ
だ
け
こ
の
施
設

を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
二
十
五
億
円
以
上
の
お
金
を

つ
ぎ
込
ん
で
つ
く
っ
た
施
設
が
、
利
用

者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
寂
し
い

わ
け
で
す
。
一
つ
大
い
に
利
用
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

弓
道
場
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
町
民

の
希
望
が
あ
り
ま
し
た
が
、
適
当
な
場

所
も
な
く
て
、
今
日
ま
で
延
び
延
び
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
完
成
す
れ
ば
十
二

分
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
プ
ー
ル
は
、
二
十
五
㍍
が

い
い
と
か
、
五
十
㍍
が
い
い
と
か
意
見

が
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
遠
賀
郡
に
は

五
十
㍍
プ
ー
ル
が
あ
り
ま
せ
ん
。
広
域

的
な
立
場
か
ら
郡
内
の
中
心
的
な
施
設

と
し
て
五
十
㍍
プ
ー
ル
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
理
解
を
い

た
だ
い
て
、
広
く
郡
内
か
ら
も
利
用
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

白
石
　
五
十
㍍
プ
ー
ル
が
で
き
れ
ば

画
期
的
な
こ
と
で
す
ね
。
水
泳
の
愛
好

者
や
少
年
の
育
成
に
も
、
と
て
も
役
立

つ
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

吉
田
ボ
タ
山
に

大
規
模
な

県
立
運
動
公
園
を

永
沼
－
Ｒ
東
水
巻
駅
も
開
業
し
ま

し
て
、
吉
田
ポ
タ
山
の
早
期
開
発
が
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
間
題
に

つ
い
て
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

伊
藤
　
こ
れ
は
、
是
非
ど
う
に
か
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
、
色
々
と
取
り
組

ん
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
地
権
者
の
地

域
整
備
公
団
と
の
話
が
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
く
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

現
在
、
中
間
市
と
水
巻
町
の
代
表
で

「
吉
田
ボ
タ
山
開
発
協
議
会
」
を
つ
く

っ
て
、
色
々
と
話
を
進
め
て
い
ま
す
が

幸
い
県
会
議
員
さ
ん
の
協
力
を
い
た
だ

い
て
、
県
立
の
ス
ポ
ー
ツ
運
動
公
園
を

誘
致
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
話
が
進
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

白
石
　
協
議
会
の
中
で
町
長
が
強
力

こ
ｔ

に
駒
を
進
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
、
議

会
代
表
と
し
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ポ

タ
山
は
四
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
あ
り
ま

す
か
ら
、
こ
こ
に
県
立
公
園
が
で
き
れ

ば
大
規
模
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。

町
民
の
期
待
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

で
き
れ
ば
、
水
巻
側
が
玄
関
に
な
る
よ

う
な
、
そ
し
て
後
々
「
い
い
も
の
を
つ

く
っ
て
く
れ
た
な
あ
」
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
公
園
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

伊
藤
　
協
議
会
で
は
現
在
、
県
と
公

団
と
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
よ
う

や
く
今
年
、
基
本
構
想
を
つ
く
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
早
期
実
現
に
向
け
て

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

永
沼
　
話
は
ま
だ
尽
き
な
い
よ
う
で

す
が
、
こ
の
辺
で
新
春
対
談
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。



一般会計は
1億7，649万円の黒字でした。ふるさとづくりが

進んでいます。
昭
和
6
3
年
度
の
決
算
が
1
2
月
議
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

町
が
行
っ
て
い
る
事
業
は
、
私
た
ち
が
納
め
た
税
金
や
、
国
・
県
か
ら
の

補
助
金
な
ど
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

決
算
は
、
こ
の
お
金
が
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
町
づ
く
り
の
中
で
、
ど
の
よ

う
に
生
か
さ
れ
た
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
町
の
家
計
簿
の
あ
ら
ま
し

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
般
会
計
の
財
源
は
、
町
独
自
で
確

保
で
き
る
自
主
財
源
と
、
国
・
県
な
ど

が
頼
り
の
依
存
財
源
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
歳
入
の
総
額
は
六
十
三
億

二
千
八
十
二
万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ

る
と
約
十
億
八
千
万
円
（
二
〇
・
六
％
）

増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
方
交
付

税
と
町
債
が
大
幅
に
増
え
た
こ
と
が
主

な
理
由
で
す
。

ま
ず
、
自
主
財
源
を
み
る
と
、
二
十

八
億
五
千
百
四
十
八
万
円
で
、
歳
入
の

四
五
二
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中

心
は
町
税
で
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
納

め
た
町
民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
で
、

前
年
度
に
比
べ
三
・
五
％
伸
び
ま
し

た
。
使
用
料
・
手
数
料
は
横
ば
い
で

す
。
こ
の
う
ち
八
割
以
上
は
、
町
営
住

宅
の
使
用
料
で
す
。

一
方
、
依
存
財
源
は
三
十
四
億
六
千

九
百
三
十
四
万
円
で
、
歳
入
の
五
四
・

九
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
国
が
そ
れ
ぞ

れ
の
自
治
体
の
財
政
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

た
め
に
交
付
す
る
地
方
交
付
税
を
中
心

に
、
事
業
に
伴
う
国
・
県
の
補
助
金
と

町
債
（
町
の
借
入
金
）
が
主
な
も
の
で

す
。



符柴●町の家計膵
議会費　1億2，617万円
農林商工費　6，819万円
消防費　1億8．988万円

労働費
2億2，294万円

災害復旧費
3億624万円

単位以下切絵

車総　務　東水巻駅前公園の整備3，399

万円

車児童福祉　児童手当4，331万円・私立
保育所委託1億2，289万円・町立保育

所1億8，326万円・母子寮2，721万円・

学童保育所531万円・乳幼児医療1，885

万円・母子家庭等医療1，077万円

■老人・障害者福祉など　えぶり山荘

1，362万円・敬老祝金658万円・ホーム

ヘルパー派通など900万円・高齢者能

力活用事業238万円・生活困窮者扶助
2，671万円・障害者医療2，458万円

ｍ保健・衛生　予防接種631万円・成人

病検診など1，512万円・ごみ収集補助

金など2，771万円・健康講演会など371

万円・救急医療142万円

表労　働　失業対策4，706万円・特定地
域開発就労事業1億7，575万円

着土　木　ふるさとの丘整備事業6億3，

789万円・遠賀川河川敷公園1億4，151

万円・県道（芦屋・水巻・中間線）の

整備7，362万円・町道の改良と補修7，5

54万円

ｍ住Ｈ宅　公営住宅の維持管理5，266万

円・改良住宅の維持管理1億3，700万
円・二田地建設8，833万円

車学校教育　私立幼稚園の就園奨励2，8

46万円・小学校の整備4億3，952万円

・中学校の整備5，409万円・就学奨励
援助1，234万円

「社会教育　地区公民館活動の補助など

673万円・中央公民館の維持管理など

6，449万円・町民体育大会など937万円
・町民体育館維持管理など1，691万円

看鉱害復旧　道路の復旧1億2，的4万円

・母子寮の復旧6，253万円・家屋の復

旧1億1，452万円

車広域行政事務組合負損金　　ごみ2億

657万円・し尿7，530万円・老人ホーム

1，697万円・急病センター341万円・消

防1億6，975万円・その他3，938万円

車線出金　国民健康保険9，675万円・老

人保健7，659万円・農業共済365万円

●

土木費

14億678万円

（22．9％）

水巻町の決算
昭和63年度の一般会計

歳
出
の
総
額
は
六
十
一
億
四
千
四
百

三
十
三
万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
る
と
、

約
十
億
円
（
二
〇
・
三
％
）
の
、
大
幅
な

伸
び
で
し
た
。
決
算
規
模
が
増
え
た
の

は
「
ふ
る
さ
と
の
丘
整
備
事
業
」
と
い

う
大
型
事
業
が
始
ま
っ
た
た
め
で
す
。

3億2，711万円（5．2％）

夢を託した

一歩、一歩、
地
方
交
付
税
は
、
前
年
度
に
比
べ
て

約
三
億
円
（
一
八
・
五
％
）
増
え
て
い

ま
す
。
町
債
も
約
四
億
円
（
一
〇
六
・

五
％
）
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
ふ
る

さ
と
の
丘
整
備
事
業
」
と
い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
財
源
と
し
て
確
保
さ
れ
た
も

の
で
す
が
、
町
債
の
借
り
入
れ
は
、
後

年
度
に
返
済
の
た
め
の
財
政
負
担
を
伴

い
ま
す
。

使
い
方
を
目
的
別
に
み
る
と
、
特
に

目
立
つ
の
は
、
土
木
費
と
教
育
費
が
大

幅
に
増
え
た
こ
と
で
す
。

土
木
費
は
、
前
年
度
に
比
べ
六
九
％

の
伸
び
。
ふ
る
さ
と
の
丘
整
備
事
業
の

用
地
買
収
費
や
工
事
費
な
ど
に
約
六
億

四
千
万
円
を
投
入
し
た
ほ
か
、
二
田
地

建
替
工
事
に
八
千
八
百
万
円
、
猪
熊
公

園
の
用
地
買
収
に
五
千
九
百
万
円
、
遠

賀
川
河
川
敷
公
園
の
整
備
に
一
億
四
千

万
円
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
未
来
に
夢
を

託
し
た
町
づ
く
り
が
、
着
実
に
前
進
し

て
い
ま
す
。

教
育
費
は
六
六
・
一
％
の
増
加
。
こ

れ
は
人
づ
く
り
を
優
先
し
た
投
資
が
行

わ
れ
た
か
ら
で
す
。
主
な
事
業
と
し

て
、
頃
末
小
学
校
の
大
規
模
改
造
工
事

に
一
億
三
千
五
百
万
円
、
猪
熊
小
学
校

の
増
築
工
事
に
一
億
二
千
九
百
万
円
が

投
入
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
の
主
な
事
業
は
、
左
の
表

の
と
お
り
で
す
。

一‾‾、ヽ

′‘ヽ



符 集 ●町の家計 膵

●国民健康保

魂 撃8 軸臣

．．．．Ｑもも一　　　日．．鬱こ≠妻先二ｔｔ′　し
一躍 瑚3

，譜

険

ｔｌ・
〕Ｉ

特別会計 …‥自営業の人や退職者の医療を給付する会計です0

特

別

歳入薄幸碑 聯 減 東 証 ●霊宝誓 禁 雷雲羞芸雷雲 箋重 宝琵

老人保健の拠出金です。　　 て の道 、

歳出　 “牒題閥 ご・ ：豊 認 漂 3：霊：会 誓重 要蛮

　ヽ　　　－ 鍼 ゝ
雲 冨

計

●老人保健

楕－

特男
Ｌ　ｌコｕ会計 …‥老人医療を受け持つ会計です。　　　　　　 詔 錮 滝

●主な収入は支払基金交付金　　 た補 公 か
どここらしｒミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ち助 宮　に白　．　　　　　　　　　　 ．へ　し

ｌ　　　ニ・．．・鰯
．こＨ煽動≒－．・一宮

語狛鼓・ニ＿者
ｔ沸こ．、こ　　 ％以上は医療費です。　 晋等芸窯

歳出　　 鰹朋剛巴“：票書誌霊742，728。 昌等責冨 ●
企

こ‘‾－ぎーきン′＿こ驚剋
ここ・・・・宏‾こ‾こう　　 贅．．′

● 農 業 共 済 事

ふ一・一要一一一、・一・ぬ・一一ｒ－一風 く・、・ゾ・・

妾．ｒｉ－プこここここ

業

ミニま≒さこ＿き

特 別 会 計 … 農 作 物 の 共 済 事 業 を 運 営 す る 会 計 で す 「 「 ‾ ‾ ㌢ 酎 揉

つ料　ま　め
歳橘 登誓誓窯業義軍窪・志宣誓孟芸票霊誓霊忘雷雲　要志す旨
！歳出　　　 脱・淵巴“　 済金などです0　　 写蚕　藁

業

撼ゝ
雲冨

1 計

調鵜け●

思　 慮＿竺＿
毒　 Ｉ

● 下 水 道 事

：－＿・；ニ跨覿

業 特

冨惑こ・

別 会 計 … ‥公 営 の住 宅 団 地 を 対 象 に トイ レの 汚 水 を 処 理 して い ます 0　 享 品　 言

。入　　 特

金　　 別

こ．。．ニ′まとさ．こノここにこ，′こ　　　　　　　　　　 人 （基 金利 子 ）。主な 支出 は　　　　 な　　 合
処 理場 管理 委託料 と積立金　　 ど　 計

歳 出　　 ■－ ご■　 な ど です0　　 慮

● 水 道 事 業 ∠ゝ・≡
ブ＝己

†… … 水 道 事 業 の 経 営 の た め に 設 け られ た 独 立 採 算 制 の 合 計 で す 0
試 寓

基盤栄誉葦㌍葦睾芋窪霊㌃芋※　　　 ●収 入の ほ とん どは 、私 たち ●ｈ▲1■■ｔ

ぜ

一・機　 ・・一一ニ・－
収 入 夜露 3　　　　　　　　　　　　 が支払 った水道 料金 で す。

1ぢ

・‾・まリ．よと・ｆ．－

み．
▼　　 5億 1 ，5 75万 円　 謹 萱，●．．．．幸 一 …亮ここ＿．，脳

黒
字
決
算
だ
が
、

下
降
の
き
ざ
し

本
年
度
の
一
般
会
計
お
よ
び
特
別
会

計
は
、
と
も
に
黒
字
決
算
で
あ
る
。
し

か
し
一
般
会
計
は
、
ふ
る
さ
と
の
丘
建

設
事
業
な
ど
の
大
型
投
資
事
業
に
と
り

か
か
っ
て
お
り
、
財
政
状
況
は
下
降
の

き
ざ
し
に
あ
る
と
判
断
す
る
。

ま
た
、
特
別
会
計
の
国
民
健
康
保
険

事
業
会
計
や
老
人
保
健
事
業
会
計
は
、

医
療
給
付
費
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、

高
齢
化
が
進
む
な
か
で
今
後
と
も
極
め

て
厳
し
い
事
業
運
営
が
続
く
も
の
と
思

わ
れ
る
。

現
年
度
徴
収
の
徹
底
を

町
税
と
国
民
健
康
保
険
税
の
現
年
度

分
収
入
率
は
、
い
ず
れ
も
前
年
度
よ
り

上
昇
し
て
い
る
が
、
滞
納
繰
越
分
の
収

入
率
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
全
体
の

収
入
率
を
引
き
下
げ
て
い
る
。
現
年
度

徴
収
主
義
を
徹
底
し
、
収
入
率
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
が
、
滞
納
繰
越
額
を
減
少

さ
せ
る
要
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

税
収
は
町
財
政
の
根
幹
を
な
す
財
源

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
収
入
の
確
保

に
一
層
努
力
さ
れ
た
い
。

住
宅
は
収
入
率
向
上

住
宅
使
用
料
は
、
収
入
率
が
九
八
・

八
％
と
前
任
度
に
引
き
続
き
上
昇
し
、

滞
納
額
も
大
幅
に
減
少
し
た
。
関
係
各

位
の
努
力
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
。

財
政
事
情
は
厳
し
く
な
る

町
税
や
地
方
交
付
税
は
順
調
に
伸
び

て
は
い
る
が
、
本
年
度
か
ら
新
規
投
資

事
業
に
と
り
か
か
り
、
財
政
事
情
は
一

層
厳
し
い
状
況
と
な
る
。
今
後
と
も
徹

底
し
た
経
費
の
節
減
を
行
い
、
住
民
福

祉
の
向
上
に
努
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

水
道
事
業
は
黒
字
に
転
換

水
道
事
業
は
黒
字
（
前
年
度
は
赤
字
）

決
算
で
あ
る
。
黒
字
の
要
因
は
、
六
十

三
年
三
月
か
ら
水
道
料
金
の
改
定
を
し

た
こ
と
と
、
有
収
率
が
九
一
・
五
％
と

高
率
だ
っ
た
こ
と
で
原
水
購
入
費
の
節

減
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
企
業

努
力
の
成
果
だ
と
評
価
さ
れ
る
。

（「



現
町
長
の
任
期
は
、
今
年
2
月
2
1
日
で
満
了
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
任
期
満
了
に
伴
う
町
長
選
挙
を
1
月
3
0
日
に

告
示
、
2
月
4
日
を
投
票
日
と
決
定
し
ま
し
た
。

選
挙
の
お
も
な
日
程
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は
、

昭
和
4
5
年
2
月
5
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
、
平
成
元
年
1
0
月
か
日
ま
で
に
転

入
届
け
を
し
、
引
き
続
い
て
住
民
基
本

台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

な
お
、
1
月
2
3
日
以
降
町
内
で
転
居

し
た
人
は
、
転
居
前
の
住
所
の
投
票
所

で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

で
受
け
付
け
ま
す
。
）

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
印
鑑

（
郵
便
に
よ
る
投
薬
）

自
宅
に
寝
た
き
り
で
い
る
人
な
ど
、

身
体
の
障
害
の
た
め
投
票
所
に
行
け
な

い
人
は
、
郵
便
で
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
郵
便
投
票
を
す
る
に
は
、
前

も
っ
て
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
お
か

ね
は
な
り
ま
せ
ん
。

仕
事
や
旅
行
、
入
院
な
ど
で
投
票
日

に
投
票
で
き
な
い
人
は
、
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。
役
場
一
階
の
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
室
へ
ど
う
ぞ
。
指
定
病
院

に
入
院
中
の
人
は
、
そ
の
病
院
で
投
票

が
で
き
ま
す
。

●
不
在
者
投
票
の
期
間

1
月
3
0
日
か
ら
2
月
3
日
ま
で
（
毎

日
午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
ま

町
長
選
挙
の
投
票
所
入
場
券
は
、
投

票
の
前
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
入
場

券
に
は
、
あ
な
た
が
投
棄
で
き
る
投
票

所
が
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
前
も
っ
て

た
し
か
め
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
な
く
し
た
人
や
入
場
券
が

届
か
な
か
っ
た
人
は
、
投
票
日
に
印
鑑

を
持
っ
て
投
票
所
の
事
故
係
に
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
再
発
行
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
水
巻
町
選
挙
管
理
委
員

会

（

宙

2

0

1

局

4

3

2

1

番

）

　

へ

。



パク　トウ　イル

朴道－さんが
人権を語る

「人間の一番大切なことは、命

を大事にし、人を愛することでは
バクトウ

ないでしょうか。」と、講師の朴道
イル

ーさん（九州朝鮮高級学校長・写

真）。12月6日、中央公民館で「在

日朝鮮・韓国人差別の実態と今後

の課題」というテーマの人権講演

会が開催されました。

朴さんは、朝鮮人に対する差別

が明治維新から始まったこと、そ

れ以前は日本と朝鮮は兄弟のよう

に仲がよかったこと、水巻には約

700人の朝鮮・韓国人が住んでいる

こと、今でも指紋押捺や外国人登

録手帳の携帯義務の差別があるこ

となどを解説。そして最後に「水巻

が、人を尊重し、命を大切にする町

であって欲しい。」と訴えました。

12月3日、中央公民館で恒例の

「たこ作り教室」がありました。

参加者は約50人の親子。今回は、

飛行機の形をした立体だこと、正

方形のエイだこの二種類に挑戦し
ました。

飛行機だこは、前ばね、後ばね、

胴体を組み合わせて作ります。エ

イだこには、ガンダムやドラエモ

ンなどユーモラスな絵が描かれま

した。

初めて飛行機だこを作った為近

習行くん（伊左座小5年）は、「や
やこしかったけど、立派にできた

よ。早く飛ばしてみたいなあ。」
とルンルン気分。力作が、1月21

日の「親子たこあげ大会」で大空

を舞うのが楽しみです。

飛行機だこを作りました

テレビで

水巻町をＰＲ

ＦＢＳのテレビ番組「こんにち

は福岡県です」で水巻町が紹介さ

れました。放送があったのは12月

23日の午前11時55分から約5分間
です。

番組では、広報みずまきでおな

じみの郷土史家柴田貞志さん（机

・写真）が登場して、立屋敷の大
ｂねに　　　　　　　くじら

イチョウや砥姫の伝説、堀川、鯨

の池を使った農薬の発明者「蔵富

吉右衛門」の話などをまじえて、
水巻町をＰＲＬました。

取材があったのは12月14日で

す。この日はみぞれも降り出すほ

ど寒い一日でしたが、わずか5分
間の番組のために、テレビ局のス

タッフは半日がかりでカメラを回

し続けました。

士ｌｌ一一ｌ‥ｌ一．一ｌ一．～－、‥．－玩

り　さ

鶴田理紗ちゃん
元年1月19日生まれ

（語喜）さんの長女

私
、
お
て
ん
ば
リ
さ
で
す
。

け
ん
か
も
す
る
け
ど
、
仲
よ
し
の
お
に
い
ち
ゃ
ん

が
大
好
き
。

早
く
た
く
さ
ん
お
し
ゃ
べ
り
し
た
い
ナ
ア
。

（
今
の
ま
ま
で
す
く
す
く
大
き
く
な
～
れ
！
）

（
お
か
の
台
3
2
－
1
0
6
）
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伊藤健太郎くん
元年1月23日生まれ

（告讃）さんの長男

こ
ん
に
ち
わ
、
ぼ
く
健
太
郎
で
す
。

車
が
大
好
き
で
す
。

（
元
気
に
育
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
母
よ
り
）

（
頃
末
1
3
3
－
6
）



婦人会がクリーン作戦

水巻駅のホームや花壇の周りを、せっせと掃除している

ェプロン姿を見かけました。水巻町婦人会二支部のみなさ

んです。

「だれがこんなに捨てたのかしら、掃いても掃いてもで

てくるわ」と、和気あいあいの清掃作業です。特にひどか

ったのはホームの下、タバコの吸いがラや空きカン、新聞

紙がぞくぞく出てきます。中には紙おむつも…。

「駅は水巻の顔だから、みんなできれいにしたいです

ね。」と、支部長の増田浩子さん。

水巻町婦人会は、各支部が交替で、水巻駅や机山荘の清

掃活動を続けています。利用者のみなさん、ごみを捨てな

いでくださいね。

吾＿毘＿警一般男子で上位独占

第25回遠賀郡ロードレース大会が12月10日、猪熊の河川

敷公園で開かれました。大会には郡内や北九州市から441人

の選手が出場、寒風の中で健脚を羞いました。

レースは、小学生1・2年生の部から一般の部まで10種

目。水巻町からの出場者は、一般男子の部で上位を独占す

るなど、好成績を納めました。町内の上位入賞者は次のと

おりです。

■小学1・2年＜女子＞①小野香織⑧芳賀真知子

■小学3・4年＜男子＞⑧小林利行＜女子＞①小田久美子

■小学5・6年＜男子＞⑧吉元忠雄

■中学生＜男子＞⑧和田亘市＜女子＞①中村夕希子

後一　般＜男子＞①宇高正美⑧和田智弘⑧長田穣ニ

チューリップで国際交流

12月11日、水巻中学校で、オランダから贈られたチュー

リップの球根の植え付けがありました。

2年生全員が、クラスごとのプランターや植木鉢に、1

個1個ていねいに植えました。冬の間は当番を決めて水か

けをして、3月ごろには花壇を作る予定です。

この行事を企画した小川秀木先生は「奉仕作業を通し

て、やさしい気持ちが育ってくれたらいいですね。」と、オ

ランダ生まれのチューリップで校庭が花いっぱいになる日

を楽しみにしています。

作業のあと、生徒たちの代表は、十字架の塔を清掃し、
めい

みんなで折った千羽鶴を捧げて、オランダ兵の冥福を祈り

ました。

吉田Ａに教育長旗

教育長旗をかけた少年団剣道大会が12月3日、武道館で
開かれました。会場では102人の豆剣士が、つばぜりあい

を展開。団体戦と学年ごとの個人戦で技を競いました。

団体の部①吉田Ａ（砂机Ａ　⑧机Ｂ

4年男子（9番月和之（動黒木秀一郎⑨藤山裕・楠田大介

4年女子①井上あかね⑧窪智美⑧福留ひとみ

5年男子①末吉秀承⑧本田陽彦⑧富永豊・野添邦生

5年女子①犬山琴恵⑧永沼郁子⑧垣花希実子・松田久美子

6年男子①近藤良平⑧白武宣嗣⑨鈴木幸太郎・内海学

8年女子①鶴田伸子⑧井上こずえ⑨小高聡子・黒木美実子

中学男子①江内田篤⑧鈴鹿義正⑧鶴田重人・中川聡史

中学女子①入志津加⑧永沼香織⑧鈴木智子

買買物ヽ、

与＼



健康づくりシリーズ⑯

ィ
、
）
フ
仏
工
、
毒
に

ご
用
心
ぷ

毎
年
冬
に
な
る
と
、
か
ぜ
の
王
様
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
ま
す
。

せ
き

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
患
者
の
咳
と

い
っ
し
ょ
に
出
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
を
吸

い
込
ん
で
感
染
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

一
度
流
行
し
は
じ
め
る
と
、
伝
染
速
度

は
き
わ
め
て
早
く
、
大
流
行
を
ま
き
起

こ
し
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
最
も
か
か
り
や

す
い
の
は
、
五
歳
か
ら
十
四
歳
の
子
供

で
す
が
、
死
亡
率
が
高
い
の
は
高
年
齢

の
人
た
ち
で
す
。

次
に
、
一
年
間
に
何
回
か
ぜ
を
ひ
く

の
か
、
年
齢
別
に
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
学
童
は
お
よ

そ
3
回
で
、
大
人
の
2
倍
か
ら
4
倍
多

く
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
か
ぜ
に

対
す
る
免
疫
が
少
な
い
乳
幼
児
は
お
よ

そ
7
回
か
か
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
な

ど
を
め
ぐ
っ
て
、
ホ
ッ
ト
な
論
議
を
か

も
し
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

死

亡

数

　

2

0

　

0

0

　

8

0

　

6

0

　

4

0

　

2

0

年
齢

甜
ヨ

8
0
～
8
4

7
0
～
7
4

6
0
～
6
4

●一年間のかせり患国数

い す 半 歳 ？ ，寺

1 へ′3 歳 6 ．6

3 ～ 5 歳 4 ．9

5 ～ 1 3歳 3 ，1

母　　 親 2 ．0

父　 ・親 1 ．1

●学校別・予防接種受診率　（平成元年）

澤 疎 軽 、こノ‾、、薗畠、こき
′；、‾一闊 挙準 ノー′

遽 軒 致頭痛紅

′■割蛸隼

伊左 座 小 522 79 15 、1㌔ 58 11 、1％

苦 母 小 46 1 94 20 ．4旬 5ｇ 姥 ．8％

崎 末 小 450 36 8 ．0％ 33 ？藩％

船主予㍉小 347 52 15 ．8％ 25 7 ．2％

猪 熊 小 764 2礪 32 ，206 166 針 讃潔

水 巻 申 7 11 4 9 6 ．9％ 23 3 ．2煽

水 巻南 中 73 1 7 5 18 ．3％ 56 ？．？％

計 3，986 63 1 15 ．8 ％ 420 柑、．5％

水
巻
町
で
は
、
1
0
月
か
ら
1
1
月
に
か

け
て
各
小
・
中
学
校
で
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
予
防
接
種
を
し
て
い
ま
す
。
平

成
元
年
度
の
実
施
状
況
は
次
の
表
の
と

お
り
で
す
が
、
接
種
率
は
毎
年
低
下
し

て
い
ま
す
。
現
在
専
門
家
の
間
で
は
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
の
一
つ
と

し
て
、
予
防
接
種
が
あ
り
ま
す
が
、
予

防
接
種
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
次
の

こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
外
か
ら
帰
っ
た
ら
、
手
洗
い
や
、
う

が
い
を
す
る
。

●
疲
れ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。

●
偏
食
を
し
な
い
。

さ
あ
、
今
年
も
一
年
、
元
気
に
乗
り

切
っ
て
く
だ
さ
い
。



民
生
委
員
は
、
暮
ら
し
に
囲
っ
て
い
る
人
や
、
母
子
家
庭
、
お
年

寄
り
、
心
身
に
障
害
が
あ
る
人
な
ど
の
相
談
に
の
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
児
童
委
員
も
兼
ね
、
身
寄
り
の
な
い
子
供
の
保
護
や
、
青

少
年
の
健
全
育
成
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
町
内
に
は
3
8
人
の
民
生
・
児
童
委
員
が
お
ら
れ
ま
す
。
地

域
の
人
た
ち
と
行
政
機
関
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
と
し
て
、
福
祉
の
最

前
線
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

お
年
寄
り
や
障
害
者
の

心
強
い
味
方
で
す
。

民
生
・
児
童
委
員
と
は
、
国
や
県
か

ら
の
委
嘱
を
受
け
て
、
地
域
福
祉
の
た

め
に
活
躍
す
る
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。

任
期
は
三
年
間
で
す
が
、
報
酬
は
あ

り
ま
せ
ん
。
主
な
仕
事
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

▽
担
当
地
区
内
の
老
人
世
帯
や
身
体
障

害
者
、
母
子
世
帯
な
ど
の
相
談
を
受

け
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

▽
役
場
や
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
福
祉

事
務
所
と
連
絡
を
と
り
合
い
、
困
っ

て
い
る
人
の
相
談
に
の
り
ま
す
。

▽
福
祉
に
関
す
る
調
査
や
、
統
計
資
料

を
つ
く
り
ま
す
。

▽
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
人
が
自
立
す

る
た
め
の
、
手
助
け
を
し
ま
す
。

困
っ
た
と
き
は
、

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

こ
ん
な
時
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
一
人
暮
ら
し
で
身
の
回
り
の
世
話
を

す
る
人
が
い
な
い
。
▽
夫
を
な
く
し
て

生
活
に
困
っ
て
い
る
。
▽
体
が
不
自
由

で
困
っ
て
い
る
。
▽
病
気
の
た
め
働
け

な
い
。
▽
父
親
が
子
供
に
乱
暴
す
る
。

▽
老
人
ホ
ー
ム
に
入
り
た
い
。

成
人
お
め
で
と
う
。

だ
れ
で
す
か
、
2
0
歳
や
そ
こ
ら
で
オ

バ
ン
だ
、
年
だ
と
言
っ
て
い
る
人
は
。

平
均
寿
命
ぐ
ら
い
は
生
き
る
と
す
る

と
、
人
生
は
あ
と
5
0
年
以
上
あ
る
の
で

す
か
ら
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
国
民
年
金
も
今
か
ら
ス
タ

ー
ト
で
す
。

2
0
歳
に
な
っ
た
ら
、
日
本
国
内
に
住

ん
で
い
る
人
は
全
員
、
国
民
年
金
に
加

入
し
ま
す
。
（
大
学
生
も
、
平
成
三
年

四
月
か
ら
、
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
）

民
間
会
社
や
役
所
に
就
職
し
て
い
る

5工藤　順手℡201－4478●立屋敷

永沼　昭生℡202－3160●伊左座、林住宅

曽根　尋乃℡20「5348●みずほ団地

中本　健一℡202－5128●二団地

田仲　悔人℡20「9586　●二

森安　寿枝℡201－3246　●ニ

安部　久信℡20ト1628●下二、下二呵住、入江興産

峯　　幸夫℡202－4126　●吉田の－

藤崎サカニ℡202－1614●吉田のこ

大和　　宗℡201－0909●吉田の二

田代　善紀℡201－6515●吉田の三

永谷　義雄℡20ト8877●吉田の三

黒沢　花子℡20上3361●吉田団地

久野　精一℡201－0935●吉田団地

豊永　秀男℡201－8156●吉田団地

深川　文雄℡202－0478●美吉野団地

秋山　和弘℡202－6218●鯉口団地、鯉口団地分壌

岡田　次雄℡201－7796　●頃末（南）

祝　　文子℡20ト0268●頃束（南）、太平荘、松栄荘

黒瀬　薗義℡20「5539●頃末（北）

島崎ミトメ℡20日362●頃未（北）、大西住宅

石橋　通子℡20「0721●高尾団地

岡　　直彪℡20仁1095●机

栗8　昭典℡20仁1974●古賀、新生街

矢野　　識℡20「8569●古賀団地

山原　久子℡202－0802●梅の木団地（東）

塚辺　光春℡20卜8263●梅の木団地（東）

白垣　静子℡20仁4463●梅の木団地（西）

神崎志都子℡202－20持●高松団地（17～24棟）

矢野シメ子℡202－0474●高松団地（9～16棟）

辰巳　康彦℡202－0471●高松団地（1～8棟）

内野　未治℡20ト6654●樋口、母子寮、紅葉荘

原口　　操℡202－7712●猪熊

工藤テル子℡20ト0728●猪熊

居石　一義℡202－0065●猪熊町住

永嶋三津う工℡20卜1257●おがの台（1～15棟）

坂井　　庵℡202－9015●おかの台（16～22棟）

副島　政利℡202－3624●おかの台（23～32棟・分譲）

人
は
、
す
で
に
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
る
こ
と
で
、
国
民
年
金

の
加
入
者
に
な
り
ま
す
の
で
、
特
に
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

自
営
業
や
フ
リ
ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
、

家
事
手
伝
い
な
ど
の
人
た
ち
は
、
自
分

で
加
入
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
2
0
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
ら

印
鑑
を
持
っ
て
国
保
年
金
係
へ
お
い
で

く
だ
さ
い
。

年
を
と
っ
て
か
ら
も
、
そ
し
て
万
が

一
、
事
故
や
病
気
で
障
害
者
に
な
っ
た

と
き
で
も
、
国
民
年
金
は
、
あ
な
た
の

心
強
い
味
方
に
な
り
ま
す
。



出初式
′と　き　1月14日（日）

午前10時から

′ところ　水巻南中学校
グラウンド

′問い合わせ　住民生活課

員の晴れ姿を
ご覧ください。

1月10日は

110番の日

県
で
は
、
2
月
2
2
日
か
ら
㌘
日
ま
で

の
6
日
間
、
身
体
障
害
者
の
作
品
展
を

開
催
し
ま
す
。
出
品
を
希
望
す
る
人
は

2
月
1
0
日
ま
で
に
民
生
係
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
出
品
で
き
る
人
　
県
内
に
住
む
在
宅

の
心
身
障
害
者

●
作
品
の
種
類
　
絵
画
・
書
道
・
写
真

・
民
芸
品
・
手
芸
品
・
彫
刻
・
家
具

な
ど
、
心
身
障
害
者
自
身
の
作
品
で

あ
る
こ
と
。
一
人
に
つ
き
3
点
ま
で
。

●
会
　
場
　
福
岡
市
博
多
区
呉
服
町

エ
レ
デ
博
多
寿
屋
8
階
催
場

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
身
体
障
害
者

福
祉
協
会
晋
（
0
9
2
）
7
5
1
局

3
2
3
9
番
ま
た
は
役
場
民
生
係

総
務
庁
で
は
2
月
1
日
現
在
で
、
世

界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
、
全
国
の
農
家
、
林

家
を
対
象
に
調
査
す
る
も
の
で
、
調
査

結
果
は
国
や
地
方
公
共
団
体
の
各
種
行

政
施
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
広
く
利
用

さ
れ
ま
す
。

調
査
員
が
訪
問
し
て
調
査
票
の
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

●
調
査
対
象

▽
農
家
調
査
　
①
経
営
耕
地
面
積
が

十
ア
ー
ル
以
上
　
⑨
一
年
間
の
農
産

物
販
売
金
額
が
十
五
万
円
以
上

▽
非
農
家
林
家
調
査
　
保
有
山
林
面

積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

●
問
い
合
わ
せ
　
調
査
に
つ
い
て
の
お

尋
ね
は
、
役
場
産
業
課
へ
。

一
月
下
旬
に
な
る
と
、
社
会
保
険
庁

か
ら
次
の
よ
う
な
「
源
泉
徴
収
票
」
が

送
ら
れ
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
厚
生
年
金
や
国
民
年
金
の
老

齢
年
金
の
支
払
い
が
あ
っ
た
人
全
員
に

送
ら
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
前
年
に
支

払
わ
れ
た
年
金
の
額
や
、
引
か
れ
た
税

金
の
額
、
控
除
の
内
容
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
確
定
申
告
や

町
税
の
申
告
を
す
る
時
に
必
要
で
す
か

ら
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●年金の源泉徴収票

豆※牒凋机
率焼誉率褒※函輯車密事申砺耀密感凛

主宰－、＿、∫

ｊ・⊇：ヱ・‾、寮衆や炎濁
す如痢鴎蜘戒 諸 掛 輝ゑ塗枚抵凛

◆1
巾 8 ざま　 郵　 康　 一

雲

戦
チ

痴叡廠軒嶺卒㌍未 劇蜘締 鎮竜の憲蜘
裾 は 乱 激 腐蝕 ★ 1事 鮎訂．1

Ｌ ｌ － ｉ

腋嶺1日腋掛栽 僻 伽 療モボ粗 相

■
紡脊
ｔ
採
ｌ▼

ｔ－
機

軸

ず蓄
■

隔

養
掛※針は㌻ネＩも鈍膿 隋㍉Ｌｍｌ身や㌫儀

紛在

庁
揺

竺Ｉ Ａｉ え】

ニ．＿・‾′ず　 粁1洩

ｔｔ●1

平
成
二
年
度
の
、
保
育
園
の
入
園
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

町
内
に
は
三
つ
の
町
立
保
育
所
と
、

三
つ
の
私
立
保
育
園
が
あ
り
ま
す
。
町

立
保
育
所
で
は
障
害
児
の
保
育
を
し
て

い
ま
す
。
吉
田
保
育
園
で
は
3
か
月
の

乳
児
か
ら
預
か
り
、
延
長
保
育
も
行
い

ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
申
請
の
と
き

に
係
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
　
1
月
1
7
日
～
3
1
日

●
受
付
場
所
　
役
場
老
人
児
童
係

●
注
意
事
項
　
①
現
在
通
園
中
で
、
引

き
続
き
入
園
を
希
望
す
る
人
は
園
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
⑧
今
年
度

申
し
込
み
を
し
て
、
ま
だ
入
園
で
き

な
い
人
も
、
新
た
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
申
請
に
は
源
泉
徴
収

票
や
確
定
申
告
書
の
写
な
ど
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
役
場
老
人
児
童
係

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

′イ√



福
岡
高
等
技
術
専
門
校
で
は
、
平
成

二
年
度
の
職
業
訓
練
生
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
募
集
科
目
　
空
調
シ
ス
テ
ム
科
・
印

刷
デ
ザ
イ
ン
科
・
電
子
計
算
機
科
・

自
動
車
整
備
科
・
電
気
設
備
科
・
建

築
科
・
Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科
な
ど

●
募
集
期
間
　
1
月
1
0
日
～
2
月
9
日

●
受
構
料
　
無
　
料

●
闘
い
合
わ
せ
　
詳
し
く
は
福
岡
高
等

技
術
専
門
校
（
福
岡
市
東
区
千
早
四

丁

目

2

4

－

1

）

魯

（

0

9

2

）

6

8

1

局

0

2

6

1

番

へ

。

町
内
の
小
・
中
学
校
に
在
学
し
て
い

る
人
で
、
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困

難
な
場
合
は
、
教
育
費
の
援
助
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
人
　
①
生
活
保
護
法
に

よ
る
教
育
扶
助
を
受
け
て
い
な
い
人

⑧
生
活
保
護
法
に
定
め
ら
れ
た
要
保

護
者
と
同
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
人

⑨
特
に
補
助
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
人

●
申
請
書
受
付

在

校

生

…

…

2

月

1

日

～

3

月

3

1

日

新

一

年

生

…

2

月

1

日

～

4

月

2

0

日

●
問
い
合
わ
せ
　
申
請
手
続
き
な
ど
詳

し
い
こ
と
は
、
教
育
委
員
会
学
校
教

育
係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

「
働
き
た
い
な
」
と
思
っ
て
い
る
家

庭
の
主
婦
を
対
象
に
、
技
術
講
習
会
の

受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。
技
術
を
身
に

つ
け
る
と
、
就
職
や
内
職
に
た
い
へ
ん

有
利
に
な
り
ま
す
。

●
講
習
科
目
　
パ
ソ
コ
ン

●
定
　
見
　
2
0
人
程
度

●
護
習
期
間
．
2
月
1
6
日
か
ら
3
月
1
6

日
ま
で
の
2
1
日
間
（
毎
週
火
～
土
曜
）

●
受
講
時
間
　
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
4

時
ま
で
の
一
日
5
時
間

●
受
龍
料
　
無
料
（
教
材
費
自
己
負
担
）

●
会
　
場
　
北
九
州
市
勤
労
青
少
年
文

化
セ
ン
タ
ー
（
小
倉
北
区
井
堀
五
丁

目

1

－

3

）

●
申
し
込
み
期
間
　
1
月
2
2
日
と
2
3
日

の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
、

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
婦
人
就
業
援

助
セ
ン
タ
ー
筑
豊
支
所
　
⑪
（
0
9

4

8

）

2

3

局

4

1

5

6

番

●
基
地
の
所
在
地
　
田
川
郡
添
田
町
大

字
庄
字
薬
師
ケ
乎
7
9
9
番
地
の
3

●
無
縁
墳
墓
の
数
　
4
0
基

●
改
葬
理
由
　
道
路
改
良
工
事
の
た
め

●
届
出
期
限
　
2
月
1
0
日

●
届
出
先
　
田
川
郡
添
田
町
大
字
添
田

2
1
5
1
番
地
　
添
田
町
役
場
同
和

対
策
室
含
（
0
9
4
7
）
8
2
局
1

2

3

1

番

大
空
に

併
載
し
な
い
か

親子たこあげ大会
′と　き　1月21日　午前9時受付

′ところ　遠賀川河川敷（古賀付近）

参加対象●町内の人、または町内に勤務している人

審査対象●創作だこ（市販のものは除きます。）

表　　彰●団体の部・小学生の部・一般の凱こ分けて入賞者を表

彰します。

申し込み●1月19日までに中央公民館へ。電話でも受け付けます。

℡201局0401番（雨天の場合は中央公民館で地上審査を行います。）

小学校児童画展

猪熊小と椒小に

学校優秀賞
小学校の絵の県展、第38回福岡

県小学校児童画展がこのほど行わ

れ、12月7日に審査の結果が発表

されました。邸内では、机小学校

と猪熊小学校が学根賞に入選する

など、立派な成績をおさめました。

■学校賞　♭境熊小学校‥↓学校優

秀賞∵訪机小学校‥・学校優秀賞

■特　選　【猪熊小12年〒よし

とみちえみ・はらだこういち・

はしもととよし　3年車おがた

しんじ・おおぞのまこと　4年

＝永渕太崇　6年＝古川明美・

永田和歌子・槙誠司　【机小1

1年妄はなだげんた　3年≠領

中佐知子　4年＝梶山進ニ・長

弘小繊　5年＝戸田宰・村田充

・相沢幸子　【頃末小】4年＝

竹川友梨　【伊を座小15年＝

黒木香　6年＝河村諭

■入　選　【猪熊小】62人　【机

小】65人　【頃末小】13人【伊

を座小】7人　【志田小】3人

■作品展示1月19日がら2月1

日まで、中央公民館で展示しま

す。

次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に

ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
般
寄
付
と
し
て

●
パ
チ
ン
コ
・
ラ
イ
オ
ン
様

香
典
返
し
と
し
て

●
美
吉
野
　
　
故
・
松
井
　
泰
子
様

松
井
　
　
博
様

●
古
賀
　
　
　
故
・
田
中
み
さ
を
様

木
原
　
正
覚
様

●
吉
田
一
　
故
・
山
田
　
義
六
様

山
田
　
善
洋
様

●
吉
田
二
　
　
故
・
石
山
　
秀
雄
様

石
山
マ
ス
エ
様

●
吉
田
団
地
　
故
・
吹
田
　
　
勝
様

吹
田
ス
ミ
エ
様

●
吉
田
三
　
　
故
・
藤
崎
　
番
二
様

藤
崎
　
　
章
様

●
頃
末
　
　
　
故
・
番
月
　
数
馬
様

香
月
　
昌
則
様

物
品
寄
付
と
し
て
（
車
い
す
）

●
吉
田
三
　
　
　
　
　
棚
木
マ
ツ
エ
様

一．．翌聞



柴
田
貞
志

愁
風
古
賀
古
城
（
二
）

「
古
賀
古
城
の
規
模
」

と

豊
前
坊
山
の
逆
立
ち
と
か
け
て
、
親
の
病
気
と
解

そ
え
ノ
ど
え
ノ

く
、
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
子
が
（
古
賀
）
騒
動

筆
者
が
子
供
の
こ
ろ
、
こ
う
い
っ
て
よ
く
古
賀
の

友
だ
ち
を
ひ
や
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
昔
の
古
賀
村

は
、
生
活
を
支
え
る
稲
田
が
平
地
に
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
家
は
山
の
中
腹
に
点
在
す
る
変
則
的
な
集

落
で
、
こ
れ
は
昔
、
山
城
の
あ
っ
た
名
残
り
が
、
こ

な
ｈ
ソ
わ
い

の
よ
う
な
生
業
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

で
は
古
賀
古
城
は
、
ど
の
よ
う
な
城
で
あ
っ
た
か

と
い
う
と
、
ま
ず
地
質
は
火
山
岩
か
ら
な
っ
て
山
頂

は
比
較
的
平
坦
で
、
そ
の
面
積
は
約
二
百
五
十
坪
、

こ
こ
に
は
大
小
無
数
の
岩
石
が
あ
っ
て
、
合
戦
の
と

き
、
こ
れ
を
投
下
す
れ
ば
有
力
な
武
器
に
な
っ
た
。

ま
た
今
で
も
山
頂
へ
は
東
西
二
万
に
道
が
あ
る
が
、

し
ゆ
ん
け
ん

そ
れ
以
外
は
峻
険
に
し
て
人
を
よ
せ
つ
け
ず
、
登
は

ん
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
山
城
の
時
代
は
東

の
山
道
だ
け
で
、
そ
れ
に
傾
斜
面
の
樹
木
は
す
べ
て

伐
採
し
て
監
視
の
き
く
状
態
に
あ
っ
た
。

な
お
山
頂
は
本
丸
と
二
ノ
丸
か
ら
な
っ
て
、
本
丸

に
は
天
守
や
ぐ
ら
が
建
っ
て
見
張
り
の
武
者
が
い
た

よ
う
で
、
こ
れ
は
約
一
ト
ン
も
あ
る
建
物
の
礎
石
が

今
も
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
（
の
ち
に
神
社
に

流
用
か
）
。
ま
た
一
段
低
い
（
約
二
メ
ー
ト
ル
）
二
ノ

丸
に
は
、
武
器
庫
と
兵
糧
庫
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
づ
ら

が
、
こ
れ
は
今
に
残
る
野
面
積
み
の
石
垣
に
、
そ
の

名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
天
守
や
ぐ

ら
の
武
者
た
ち
は
、
中
腹
の
武
家
屋
敷
か
ら
交
代
で

勤
務
し
、
緊
急
の
場
合
は
す
ぐ
下
の
内
屋
敷
と
鳴

な
わ

子
つ
き
の
連
絡
縄
で
交
信
を
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん

山
頂
は
井
戸
が
な
い
の
で
屋
根
水
を
利
用
す
る
か
、

ふ
も
と

麓
か
ら
か
つ
ぎ
あ
げ
る
か
で
、
こ
れ
は
今
も
久
我

名
で
は
「
石
城
」
と
な
っ
て
い
る
）

城
ノ
元
　
山
城
へ
の
登
り
ロ
の
意
味
で
、
こ
こ
に

き
く

は
山
城
門
と
城
柵
が
あ
っ
た
。
ま
た
隣
接
す
る

内
屋
敷
以
外
か
ら
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
、

か
ち
ほ
ｈ
ソ

空
堀
や
急
斜
面
な
ど
が
つ
く
ら
れ
た
跡
が
今
も

残
さ
れ
て
い
る
。

内
屋
敷
　
こ
こ
か
ら
山
麓
の
城
ノ
腰
ま
で
は
三
ノ

や
か
た

丸
と
い
っ
て
、
城
主
の
館
や
武
家
屋
敷
が
あ
っ

た
。
な
お
内
屋
敷
は
一
ノ
丸
に
最
も
近
く
て
、

寝
小
屋
ま
た
は
根
小
屋
と
も
い
っ
た
。
ま
た
、

城
主
の
指
揮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
ノ
丸
と

の
連
絡
場
所
で
も
あ
っ
た
。
今
で
も
雑
木
林
の

な
か
に
、
屋
敷
跡
と
思
わ
れ
る
平
地
が
み
う
け

神
社
境
内
に
井
戸
が
あ
る

こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

以
上
は
後
世
に
み
ら
れ

る
天
守
閣
に
相
当
す
る
山

頂
の
部
分
を
記
し
た
が
、

こ
れ
以
外
の
城
郭
に
つ
い

て
は
、
古
賀
村
で
古
く
か

あ
ぎ
ず

ら
伝
わ
る
字
図
に
よ
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

お
字
名
は
、
江
戸
時
代
に

開
拓
し
た
新
し
い
も
の
か

ら
、
遠
く
室
町
時
代
以
前

に
名
づ
け
た
も
の
ま
で
あ

る
が
、
古
賀
城
下
の
字
名

は
机
村
が
古
賀
村
か
ら
分

村
し
た
天
正
十
六
年
（
一

五
八
八
）
当
時
、
す
で
に

存
在
し
て
い
た
と
認
め
ら

れ
る
。
そ
れ
は
分
村
の
と
き
両
村
に
ま
た
が
る
塔
ノ

元
、
京
原
の
字
名
が
、
両
村
に
分
割
さ
れ
て
今
も
あ

る
こ
と
や
、
古
賀
城
の
最
後
が
そ
の
一
年
前
の
天
正

十
五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
字
名
を
命

名
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ぎ
に
城
郭
と
関
係
の

あ
る
字
名
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

古
城
　
前
記
の
山
頂
部
分
（
明
治
十
五
年
記
の
字

ら
れ
る
。

た
て

立
屋
敷
　
立
は
館
す
な
わ
ち
館
屋
敷
で
、
城
主
の

住
ん
で
い
た
屋
敷
を
い
う
。
今
こ
こ
は
久
我

神
社
と
報
恩
寺
の
境
内
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

昔
、
城
主
屋
敷
の
地
神
と
地
仏
（
地
蔵
尊
）
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
遠
賀
郡
誌
」
に

は
「
立
屋
敷
と
い
え
る
あ
り
、
麻
生
氏
邸
宅
の

跡
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

塔
ノ
元
　
塔
は
墓
標
の
こ
と
で
、
山
城
の
時
代
に

は
戦
死
者
を
葬
る
墓
地
が
あ
っ
た
。
あ
と
で
書

く
地
蔵
尊
の
由
来
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ

ま

だ

し

　

ま

い

だ

し

　

う

ま

だ

き

り

駒
出
　
馬
出
と
も
馬
溜
、
ま
た
武
者
潜
と
も
い
う
。

合
戦
の
と
き
武
者
の
集
合
す
る
広
場
で
、
ま
た

教
練
も
し
た
の
で
陣
場
と
も
い
っ
た
。

ひ

ろ

は

た

け

　

　

　

　

　

　

　

も

ん

で

ん

　

も

ん

は

た

広
畑
　
山
城
で
は
城
内
に
門
田
、
門
畑
が
あ
っ
て

兵
糧
の
確
保
に
重
点
を
お
い
て
い
た
。
古
賀
城

の
門
田
に
つ
い
て
は
後
記
す
る
。

城
ノ
腰
　
山
城
の
麓
の
意
味
で
、
三
ノ
丸
の
外
郭

部
分
を
い
う
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
は
石
垣
、

ど

る

い

土
畳
、
城
柵
な
ど
を
め
ぐ
ら
し
て
、
城
内
に
入

こ

一

Ｃ

う

る
の
に
一
ノ
門
が
あ
っ
た
。
一
ノ
門
は
虎
口
と

い
っ
て
常
時
は
門
を
締
め
、
城
外
へ
打
っ
て
出

る
と
き
開
い
た
の
で
、
別
名
を
虎
ノ
門
ま
た
は

大
手
門
と
も
い
っ
た
。
な
お
古
賀
城
で
は
石
垣

の
上
に
武
家
屋
敷
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
城
壁
を

な
し
て
敵
の
侵
入
を
防
い
で
い
た
。

峯
浦
　
峯
は
古
賀
城
、
浦
は
入
り
江
の
こ
と
で
、

一
ノ
門
近
く
に
あ
っ
た
船
つ
き
場
を
い
う
。

古
屋
敷
　
「
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
」
に
「
麻
生

が
士
の
宅
跡
な
る
べ
し
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ

に
も
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
や
ば
や
し

社
林
　
社
林
は
斜
林
で
、
今
で
も
こ
こ
は
急
斜
面

で
登
は
ん
は
不
可
能
で
あ
る
。

堀
ノ
上
　
山
城
の
西
直
下
は
遠
賀
川
で
あ
っ
た
の

で
、
こ
れ
を
水
城
に
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
豊
前
坊
山
、
多
賀
山
、
明
神
ケ
辻
山
に
囲
ま

れ
た
机
盆
地
（
旧
日
炭
机
社
宅
、
そ
れ
以
前
は
田
と

畑
）
に
は
、
古
賀
城
の
門
田
（
カ
ド
タ
と
も
い
う
）

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
机
に
「
門
ノ
内
」
の
地
名
（
明

一
も
と
む
ら

治
七
年
「
福
岡
県
地
理
全
誌
」
に
机
村
は
本
村
と
門

ノ
内
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
が
残
さ
れ
て
い
る

う
え
、
西
光
寺
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

門
田
は
天
候
に
災
い
さ
れ
な
い
城
主
直
営
の
艮
田
で

麦
畑
も
あ
り
、
収
穫
し
た
の
は
お
も
に
兵
糧
と
し
て

貯
え
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）


