
この夏、渇水で水位が下がり続けた遠賀川。
このまま、まとまった雨が降らなければ「給

水制限」という緊迫した状況になっています。
この残された水を一日でも長く使えるよう節
水にご協力ください。私たちにできることは
「節水」しかありません。



「
里
親
さ
が
し
」
で
新
し
い

飼
い
主
を
待
つ
子
犬

′－

大郷にはい。

動静への思いやり、まわりヘの心くぼり。

昔から人間の良書パートナーとして共に生活してきた犬や猫。特に犬は、番犬や警察
犬、狩猟犬、盲導犬など人間と深い信頼関係をもって生きてきました。ところが最近の
ペットブームの裏側では、野良犬や放し飼いにされた犬、猫たちによるフンの害のほか
ゴミステーションに出したゴミをあさるなど、人や社会に迷惑をかけることも多く、身
近な社会問題のひとつになっています。

私たちは、ただ動物が「好きだから」「かわいいから」という単純な動機だけで彼ら

を飼うべきではありません。飼う以上は、その動物の生理や生態、習性などを十分に理

解して最後まで面倒をみるという責任を持ち、正しく飼う必要があります。この機会に

動物との良いつきあい方を、もう一度見直してみませんか。

「
育
て
ら
れ
な
い
」
「
大
き
く
な
り

過
ぎ
た
」
「
病
気
が
治
ら
な
い
」
な
ど

と
い
っ
た
理
由
で
、
昨
年
度
、
遠
賀
保

健
所
に
不
用
犬
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た

犬
は
四
百
五
十
八
匹
、
猫
は
四
百
五
十

六
匹
で
し
た
。
犬
の
場
合
、
過
去
3
年

の
数
字
を
み
て
み
る
と
年
々
増
え
て
き

て
い
ま
す
。

愛
犬
を
保
健
所
に
持
ち
込
ん
だ
飼
い

主
の
中
に
は
、
ど
う
し
て
も
飼
え
な
い

事
情
が
起
こ
り
、
仕
方
な
く
手
放
す
人

も
い
れ
ば
、
子
犬
が
生
ま
れ
た
と
い
っ

て
新
し
い
飼
い
主
を
探
し
て
や
ら
ず
に

そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
人
も
い
ま
す
。

ま
た
、
病
気
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
理

由
だ
け
で
病
院
に
も
連
れ
て
い
か
な
い

で
持
ち
込
ん
で
き
た
飼
い
主
も
い
た
よ

う
で
す
。

一
方
、
水
巻
町
内
で
野
犬
と
し
て
捕

獲
さ
れ
た
犬
は
、
昨
年
一
年
間
で
七
十

三
匹
い
ま
し
た
。
遠
賀
保
健
所
管
内
で

野
犬
が
最
も
多
く
捕
獲
さ
れ
た
の
は
中

間
市
で
、
百
二
十
一
匹
。
水
巻
町
は
、

岡
垣
町
に
次
い
で
3
番
目
に
多
い
数
で

す
。
猫
の
場
合
は
、
野
良
猫
と
飼
い
猫

の
区
別
が
つ
か
な
い
た
め
捕
獲
は
で
き

ま
せ
ん
。
捕
獲
さ
れ
た
野
犬
の
ほ
と
ん

ど
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や

通
報
で
捕
獲
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
そ
の
う
ち
飼
い
主
が
引
き
取
り
に

き
た
の
は
、
わ
ず
か
十
匹
だ
け
で
し
た
。

小
さ
な
命
だ
か
ら
こ
そ

大
切
に
し
て
い
き
た
い

2



（

そ
の
野
犬
の
大
部
分
は
純
粋
な
野
犬

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
犬
も
飼
い
主

に
見
放
さ
れ
た
り
、
捨
て
ら
れ
た
た
め

に
仕
方
な
く
野
犬
に
な
っ
た
も
の
ば
か

り
な
の
で
す
。
お
と
な
し
か
っ
た
犬
で

も
飢
え
て
野
犬
に
な
れ
ば
野
性
本
能
が

出
て
き
て
、
人
間
に
危
害
を
加
え
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
飼
い
主
に
と

っ
て
、
生
ま
れ
た
犬
を
す
べ
て
飼
う
の

は
難
し
い
こ
と
で
す
か
ら
、
子
犬
を
引

き
取
っ
て
く
れ
る
人
が
見
つ
か
ら
な
い

と
き
は
、
捨
て
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
保
健
所
に
連
れ
て
い
け
ば
処
分
さ

れ
る
と
い
う
の
で
、
ど
こ
か
で
生
き
て

く
れ
れ
ば
と
遠
く
に
捨
て
る
。

こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
飼
い
主
の
考
え

に
よ
っ
て
野
犬
と
な
っ
て
、
飢
え
死
に

し
た
り
、
車
に
は
ね
ら
れ
た
り
、
捕
獲

さ
れ
た
り
、
結
局
、
犬
は
不
幸
に
な
る

の
で
す
。
正
し
い
捨
て
方
な
ど
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

（

を
学
ぶ
と
と
も
に
、
子
供
た
ち
の
教
育

に
と
っ
て
と
て
も
意
義
の
あ
る
も
の
で

す
。
し
か
し
飼
い
続
け
ら
れ
る
か
ど
う

か
は
、
家
族
で
話
し
合
っ
て
決
め
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
犬
の
寿
命
は
1
2
年
か
ら
1
5
年
ほ

ど
あ
り
、
家
族
の
状
況
も
変
わ
っ
て
く

る
か
ら
で
す
。不

幸
な
命
を

産
ま
せ
な
い
た
め
に
も

一
度
飼
っ
た
ら

最
後
ま
で
面
倒
を
み
る

（数字：匹）

捕　 獲 引き取 引き取 返還され 犬にかま
した犬 った犬 った猫 た犬や猫 れた事故

申 闇 市 1 2 1 9 1 8 3 1 5 1 3件

Ｊハ′”‾ハ′

芦 屋 面 8 3 3 6 8 1 4 1件

遠 賀 町 7 5 4 3 4 4 0 1件

岡 垣 町 1 0 7 1 1 4 8 1 8 2件

合　 計 4 6 2 4 5 8 4 5 6 3 7 2 2件

不
用
犬
や
捕
獲
犬
と
し
て
遠
賀
保
健

所
に
持
ち
込
ま
れ
た
犬
た
ち
は
、
4
日

間
、
飼
い
主
を
待
っ
た
あ
と
福
岡
県
動

物
管
理
セ
ン
タ
ー
（
粕
屋
郡
古
賀
町
）

に
送
ら
れ
ま
す
。
昨
年
度
、
遠
賀
保
健

所
か
ら
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
に
送
ら
れ

た
犬
や
猫
は
、
千
三
百
三
十
九
匹
で
し

た
。
一
年
間
に
県
内
の
各
保
健
所
か
ら

動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ま
れ
た

犬
や
猫
は
な
ん
と
約
3
万
匹
に
も
の
ぼ

り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ま
れ
た

犬
た
ち
の
一
部
は
試
験
・
研
究
機
関

に
、
ま
た
一
部
の
子
犬
は
新
し
い
飼
い

主
に
渡
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
大
部
分
は
、

処
分
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
「
動
物
を
一
度
飼
う
と
決

め
た
ら
、
最
後
ま
で
面
倒
を
み
る
」
。

そ
れ
が
飼
い
主
の
責
任
な
の
で
す
。
本

来
、
動
物
を
飼
う
と
い
う
こ
と
は
、
動

物
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
命
の
尊
さ

生
ま
れ
て
く
る
子
犬
や
子
猫
が
飼
え

な
い
の
な
ら
、
獣
医
師
に
相
談
し
て
避

妊
　
（
去
勢
）
手
術
を
し
て
や
っ
た
力
、

お
ｈ
リ

発
情
期
に
は
檻
に
入
れ
る
な
ど
絶
対
に

子
供
を
産
ま
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
飼
い
主
の
努
め
で
す
。
発
情
期
に
放

し
飼
い
に
し
て
お
く
と
、
ど
こ
か
の
飼

い
犬
や
野
犬
と
の
接
触
で
子
供
が
生
ま

れ
ま
す
。
そ
れ
に
犬
は
多
い
と
き
に
は

年
に
二
回
も
お
産
を
し
、
一
回
に
四
匹

か
ら
六
匹
も
生
ま
れ
ま
す
。

生
ま
れ
た
子
犬
の
飼
い
主
が
決
ま
れ

ば
よ
い
の
で
す
が
、
決
ま
ら
な
か
っ
た

場
合
は
、
そ
の
処
置
に
困
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
飼
う
こ
と
の
で
き
な
い
子
犬

（
猫
）
　
が
生
ま
れ
た
場
合
は
、
不
用
犬

と
し
て
処
分
し
た
り
、
捨
て
て
野
犬
に

し
な
い
た
め
に
も
、
飼
い
主
が
で
き
る

だ
け
里
親
を
さ
が
し
、
生
存
の
機
会
を

与
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
不
幸
な
子
犬

や
子
猫
を
つ
く
ら
な
い
た
め
に
も
中
途

半
端
な
愛
情
で
飼
う
べ
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

去

・ ふ－Ｚ
潔
詳

て ◆ てら、′・ご・こ．＿賛

．一一・・鋸 薄 Ｔぷ‾

Ｓｇ貞盛‾・さ．Ｆ、ミ′

錠

餅
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自
然
や
動
物
と

う
ま
く
付
き
合
っ
て
、

豊
か
な
文
化
生
活
を
ト
Ｌ
Ｕ

4

フ
ン
の
後
始
末
は

飼
い
主
の
マ
ナ
ー
で
す

「
犬
の
フ
ン
の
後
始
末
を
し
な
い
」

「
犬
や
猫
の
汚
物
か
ら
悪
臭
が
す
る
」

と
い
う
苦
情
が
よ
く
町
に
寄
せ
ら
れ
ま

す
。
本
来
、
犬
は
き
れ
い
好
き
で
す
。

飼
わ
れ
て
い
る
近
く
で
は
フ
ン
を
し
な

い
と
い
わ
れ
、
散
歩
の
と
き
を
待
っ
て

外
で
フ
ン
を
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、

家
の
近
く
や
敷
地
の
中
で
フ
ン
を
さ
れ

る
人
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
迷
惑
な
こ

と
で
す
。
フ
ン
の
始
末
を
し
な
い
の
が
、

知
り
合
い
や
近
所
の
人
だ
っ
た
ら
、
注

意
し
に
く
い
も
の
で
す
。
フ
ン
の
始
末

は
、
飼
い
主
の
責
任
。
飼
い
主
の
皆
さ

鎖
か
ら
放
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
放

し
飼
い
の
犬
が
、
人
に
か
み
つ
い
た
り
、

他
人
の
土
地
や
作
物
を
荒
す
な
ど
、
飼

い
主
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
迷
惑
を
か

け
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
愛
犬
を
交
通
事
故
や
伝
染
病

か
ら
守
る
た
め
に
も
放
し
飼
い
は
や
め

ま
し
ょ
う
。

狂
犬
病
予
防
接
種
と
畜
犬

登
録
は
飼
い
主
の
義
務
で
す

ん
、
面
倒
で
も
散
歩
の

と
き
の
フ
ン
の
後
始
末

を
お
願
い
し
ま
す
。
そ

れ
が
愛
犬
へ
の
愛
情
に

つ
な
が
る
の
で
す
。

次
い
で
多
い
苦
情
が

放
し
飼
い
で
す
。
飼
い

主
が
忙
し
い
た
め
か
、

近
ご
ろ
は
夜
に
な
る
と

（

家
人
に
は
お
と
な
し
い
犬
で
も
見
知

ら
ぬ
人
に
は
攻
撃
的
に
な
る
犬
も
い
ま

す
。
昨
年
、
町
内
で
は
犬
に
か
ま
れ
た

と
い
う
報
告
が
5
件
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
数
字
は
保
健
所
に
届
出
の

あ
っ
た
も
の
で
、
実
際
の
件
数
は
も
っ

と
多
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

飼
い
犬
に
は
、
畜
犬
登
録
と
狂
犬
病

予
防
注
射
が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
狂
犬
病
は
昭
和
3
0

年
代
に
根
絶
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
外
国
で
は
今
で
も
狂
犬
病
に
よ
る

被
害
が
出
て
い
ま
す
。

今
、
日
本
で
は
大
変
な
ペ
ッ
ト
ブ
ー

ム
で
す
。
そ
の
影
響
で
外
国
か
ら
の
ペ

ッ
ト
輸
入
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
は
狂
犬
病
発
生
国
か
ら
の
輸

入
も
多
く
、
検
疫
所
で
は
厳
し
い
検
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
発
生
す

る
危
険
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で

す
。
そ
の
た
め
に
も
犬
を
飼
っ
て
い
る

人
は
、
毎
年
一
回
、
必
ず
狂
犬
病
の
予

防
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
今
年
、

予
防
注
射
を
受
け
忘
れ
た
犬
に
は
、
動

物
病
院
で
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
犬
　
生
後
九
十
一
日
以
上
の
犬

伽福岡県動物管理センター
（粕屋都古賀町）

所長　花田発生さん
こ
の
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
に
は
、
北

九
州
市
と
福
岡
市
、
大
牟
田
市
を
除
く

県
内
2
1
の
保
健
所
か
ら
引
き
取
ら
れ
た

犬
や
猫
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
平
成
5

年
度
に
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
送
ら
れ
て

き
た
犬
は
一
万
九
千
五
百
三
十
三
匹
、

猫
は
九
千
六
百
四
十
匹

し
た
。
飼
い

主
の
皆
さ
ん
は
、
安
易
に
子

き
な
い
た
め
に
も
、

な
角
度
か
ら
啓
発
を
し
て
い
ま
す
。

動
物
と
う
ま
く
付
き
合
う
方
法
を
、

日
本
人
は
ま
だ
文
化
と
し
て
確
立
し
て

い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
「
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
ア
ニ
マ
ル
」
と

い
う
考
え
で
、
終
生
の
友
達
と
し
て
動



松田犬猫病院（吉田）

獣医　松田淳治さん

犬は10年、猫は12年から13年は生きるんですよ。しか

し、飼い方により違ってきますが、水巻町の犬の平均寿

命はだいたい7年から8年ですね。猫の場合は、交通事

故などで車にはねられ死ぬ率が高いため全国平均でも5

年くらいです。普通に飼えば犬より猫の方が長生きする

のですが、そのために平均寿命は低いようです。

犬の病気で多いのは、湿疹や皮膚病が一番多く、蚊に

刺されてなる病気フィラリア、胃腸障害の順です。猫も

胃腸障害や湿疹が多いですね。湿疹の原因は、ノミです。

今年のように暑い日が続くとノミが異常発生します。で

すから今年は皮膚病が特に多かったですね。水巻町では、

最近は犬や猫の伝染病はありません。しかし、犬にとっ

て怖い病気は、やはリフィラリアやジステンパーです。

ペットを元気に長生きさせるには、人間と一緒で規則正

しい生活をさせることです。犬であれば一日に30分程度

の運動をさせることと食事です。食事は、市販されてい

るドッグフードの方がいいようです。総合栄養食ですが

らね。そのような規則正しい食事をしている犬や猫のほ

うが病気が少ないんですよ。

最後に言いたいのは、ペットは生き物なんです。だが

ら人間が愛情をもって、コミュニケーションをとること

が大切です。飼えば、その家の家族なんです。そして病

気もしますし、ケガもします。それだけのお金や手間も

かがります。それを承知のうえで飼って欲しいですね。

ですから家族全員が理解して生き物を飼ってください。

そうしないと動物もかわいそうです。

遠賀保健所食品獣疫係

係長　森田鉄男さん

ペットとして動物を飼うときは、最後まで飼うということが大

前提です。数日前こんなことがありました。病気と高齢のため持

ち込まれた犬がいたのですが、次の日の朝早く、娘さんが泣きな

がら「どうしても一目会いたい」とやってきました。話しを聞い

てみると、永い間病気にかがっていて獣医にも何度がみせました

が、家族で話し合って「保健所に」ということになったそうです。

しかし、娘さんは気持ちの整理がつかなかったようです。

保健所に不用犬として持ち込む場合は処分するわけですがら、

持ち込んでくる人は悲しい顔をしています。泣きながら持ち込ん

でくる人や持ち込んだ犬に後日えさを持ってくる人、犬の顔をま

ともに見られない人など様々です。しかし、持ち込まれる犬はも

っと悲しい顔をしています。処分することは私たちの本意ではあ

りませから、特別の事情がない限り最後まで飼ってください。

また、動物を飼う場合、その動物の習性と性格を十分に理解す

ることが必要です。また、犬は犬種によっても性格が違いますの

でそのことを理解し、怒るときは徹底的に怒り、かわいがるとき

は徹底的にかわいがることが必要です。

今後、動物と人とのいい関係をつくるため、犬に対しては十分

な訓練やしつけが最も重要だと考えています。そして人に対して

は、幼稚園や小学校のカリキュラムに動物愛護の授業を組み入れ

てやっていけたらと思います。県内では独自に開催している小学

校などもあります。遠賀保健所管内でも要望があれば、ぜひ実施

したいと考えています。

残念なことですが、遠賀保健所で昨年度に処分した犬・猫は

1300匹余りに至っています。私たちの理想は、この数が限りなく

「0」に近づくことです。

（

′ヽ
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●
水
不
足
が
深
刻
に
な
っ
て
き
ま
し
た
●

地
球
上
の
水
の
約
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
海
水
で
す
。
淡
水
は

わ
ず
か
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
私
た
ち
人
間
が
利
用
で
き
る
水
は

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
「
水
の
惑
星
」
と
い

わ
れ
て
い
る
地
球
で
も
、
使
え
る
水
は
わ
ず
か
し
か
な
い
の
で

す
。
水
は
私
た
ち
の
生
活
を
育
み
、
農
業
や
工
業
な
ど
の
生
産

活
動
を
支
え
て
い
る
大
切
な
資
源
で
す
。

水
巻
町
の
水
道
の
水
は
、
北
九
州
市
と
中
間
市
か
ら
送
水
を

受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
夏
、
日
照
り
が
続
き
遠
賀
川

の
水
位
や
ダ
ム
・
貯
水
池
の
貯
水
量
が
下
が
っ
て
水
不
足
が
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

節
水
は
私
た
ち
の
心
が
け
し
だ
い
で
す
。
貴
重
な
資
源
「
水
」

を
ム
ダ
に
し
な
い
た
め
に
も
、
節
水
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

6



7

美
化
に
対
す
る
意
識
と
モ
ラ
ル
は

美
し
い
町
づ
く
り
へ
の
第
一
歩

ゴ
ミ
一
つ
落
ち
て
い
な
い
美
し
い
町

を
目
指
し
、
町
ぐ
る
み
で
環
境
の
美
化

に
取
り
組
む
た
め
の
「
水
巻
町
空
き
缶

等
散
乱
防
止
条
例
」
が
1
0
月
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
町
で
は
、
一
般
に
「
ポ
イ
捨

て
条
例
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
条
例
で
、

町
民
の
美
化
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、

一
人
ひ
と
り
の
モ
ラ
ル
を
育
て
て
い
く

こ
と
に
よ
り
、
町
全
域
を
ゴ
ミ
の
捨
て

に
く
い
地
域
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
ゴ
ミ
を
な
く
す
た
め
町
は

全
力
を
傾
け
て
い
き
ま
す
。
住
民
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

身
近
な
環
境
へ
の
優
し
さ
を

も
う
一
度
見
つ
め
直
す
た
め
に

こ
れ
ま
で
心
な
い
人
が
何
気
な
く
捨

て
た
空
き
缶
や
ゴ
ミ
を
多
く
の
団
体
や

個
人
が
、
地
域
で
地
道
な
回
収
活
動
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ゴ
ミ
は

一
向
に
減
る
傾
向
は
な
く
、
深
刻
な
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
球
環
境
に
対

す
る
関
心
の
高
さ
に
比
べ
て
、
身
近
な

環
境
へ
の
配
慮
の
低
さ
が
こ
の
よ
う
な

「
ポ
イ
捨
て
」
ゴ
ミ
の
問
題
と
な
っ
て

現
れ
て
い
ま
す
。

住
み
よ
い
水
巻
町
に
す
る
た
め
に

は
、
ゴ
ミ
は
ゴ
ミ
箱
へ
と
い
う
当
た
り

前
の
こ
と
を
、
再
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
で
す
。
「
ポ
イ
捨
て
」
さ
れ
る

ゴ
ミ
の
問
題
は
、
皆
さ
ん
の
心
掛
け
で

す
ぐ
に
で
も
解
決
で
き
る
こ
と
な
の
で

す
か
ら
。

●
町
の
責
務

①
町
内
で
の
空
き
缶
な
ど
の
散
乱
防
止

や
環
境
美
化
の
た
め
に
必
要
な
総
合

計
画
を
策
定
し
、
実
施
す
る

②
空
き
缶
な
ど
の
散
乱
防
止
に
つ
い
て

の
啓
発
を
行
う

③
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
育
成
を
図
る

●
町
民
の
責
務

①
家
庭
の
外
で
で
た
ゴ
ミ
は
、
持
ち
帰

っ
て
、
分
別
収
集
に
努
め
る
　
（
特
に

ビ
ン
・
カ
ン
類
と
燃
え
る
ご
み
）

②
地
域
で
の
清
掃
活
動
な
ど
環
境
美
化

の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
町
が

実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
こ
と

●
事
業
者
の
責
務

①
ゴ
ミ
の
散
乱
を
防
止
す
る
と
と
も
に

町
や
県
の
施
策
に
協
力
す
る
こ
と

②
容
器
入
り
飲
料
を
販
売
す
る
人
は
、

回
収
容
器
を
設
置
し
、
そ
の
管
理
に

努
め
る
こ
と

③
タ
バ
コ
を
販
売
す
る
人
は
、
タ
バ
コ

の
吸
殻
の
散
乱
防
止
に
つ
い
て
消
費

者
へ
の
啓
発
を
行
う
こ
と

●
土
地
・
建
物
な
ど
の
所
有
者
の
責
務

①
み
だ
り
に
ゴ
ミ
な
ど
が
捨
て
ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と

②
捨
て
ら
れ
た
ゴ
ミ
は
、
自
分
で
適
切

に
処
理
す
る
こ
と

●
「
環
境
美
化
の
日
」
の
設
定

条
例
の
施
行
後
、
一
年
に
2
回
「
環

境
美
化
の
日
」
を
設
定
し
、
町
と
住

民
が
一
体
と
な
っ
た
環
境
美
化
活
動

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。



8月6日、水巻松快苑では、毎年恒

例の夏祭りが行われました。たくさん

の出店が立ち並んだ苑内は、お祭りム

ード一色。広場に設置されたステージ

では、テンポよく様々な出し物が行わ

れていきます。この日集まった観客か

ら、ひときわ大きな歓声が起こったの

が仮想行列。ユニークな衣装をまとっ

た職員や入苑者のお年寄りが会場を歩

きだすと笑い声と拍手がわき起こりま

す。

「始めて来ましたけど大変楽しいお祭

ですね」と笑顔で話してくれたのは、

原田美代子さん（鯉口団地）。松快苑

の夏祭りは、入苑者だけではなく、地

域の人たちにとっても夏の楽しみの一

つとしてすっかり定着したようです。

思ったとおりにできたかな

グー‾、

「遊・友・夏」工作教室

小学校5・6年生を対象とした講座「遊・友・夏」

で廃材を利用した工作教室が8月17日、中央公民館で
行われました。この講座は、グラウンドゴルフや社会

見学など5回コースで開かれたもので、この日は3回

目。集まった78人の子供たちは、自分で書いた設計図

をもとに小物入れや本立てを慣れない手つきで組み立
てていきます。女の子たちも日ごろ触れることのない

ノコギリや金づちなどの使い方を指導員に習いなが

ら、楽しそうに作っていました。

「仕上げは家でやります」と、作りかけの貯金箱を
手に話してくれた高山知恵ちゃん（頃末小6年）。

／デー、　子供たちの笑い声と釘を打つ音が、いつまでも会場

に響きわたっていました。

水
巻
松
快
苑
夏
祭
り

夏
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す

オランダとの友好のかけ膚に
水巻中学校前壁画作成

現在、水巻中学校前の県道壁面に、オラン

ダとの平和交流をテーマにした巨大な壁画が

製作されています。この壁画は、水巻町とオ

ランダの友好を深めることを目的に教育委員

会が企画したものです。

計画では、この壁面に高さ5．2メートル、長

さ90メートルに3面の壁画を措きます。原画

のアイデアは、十字架の搭の清掃などに携わ

る水巻中学校の生徒たちに募集しました。

集まった原画は、オランダのチューリップ

や風車、水巻町の花コスモスやイチョウなど
250枚。今後は、この原画をもとに下絵を製作

し、9月下旬から生徒たちも参加してペンキ

を塗り、10月下旬までに完成する予定です。

この壁画で、オランダとの交流が一段と深ま

ることでしょう。

β



一段と勇ましく

8月7日、岡垣サンリーアイ駐車

場で遺業都内消防団消防ポンプ操法

大会が行われました。日ごろの訓練

の成果を披霧しました。また、競技

の結果、水巻呵消防団チームは、2

位となりました。

タ

オリンピックが見えてきた
全国高校総合体育大会で優勝

8月1日から富山県で行われた全国高

校総合体育大会（インターハイ）に出場

した宮崎義仲くん（頃末・直方高校1年）

が、100メートル、200メートル平泳ぎの

2種目に優勝しました。今年の春、水巻

中学校を卒業し、直方高校に進学した宮

崎くんの将来の夢は「オリッピック出場」。

夢が一歩づつ、現実に近づいているよう
でした。

この夏、水巻南中学校の増田真二くん（3年・写真

左）と藤崎智也くん（3年・写真右）の2人が中体連
の大会で大活躍。

増田くんは、8月10日から沖縄県で行われた九州中

学校陸上競技大会の砲丸投げの部に出場し、見事2位。

藤崎くんは、熊本での九州大会を勝ちあがり、8月21
日から北海道で行われた全国中学校選抜水泳大会に出

場し、健闘しました。
「中学校を卒業し高校へ進学しても今と同じ競技を

続けたいですね」と話す2人は、もう、次の目標へ向
けて走りだしています。

「
地
域
（
ま
ち
）
の
宝
物
大
賞
」
受
賞

す
て
き
な
笑
顔
に
出
会
い
た
い

水
巻
南
中
学
の
増
田
く
ん
と
藤
崎
く
ん
が
大
活
躍

3
年
膠
の
努
力
が
実
を
潜
ん
だ
夏

ひびき青年会議所が、今年1月からスタートさせた人材発掘事

業「地域（まち）の宝物大賞」の受賞者が決まりました。

「すてきな笑顔に出会いたい」をテーマに中間市、遠賀郡4町

で地道にまちおこしや青少年の育成、福祉活動に携わってきた人

を探し、地域の宝物として大きく育てていこうという企画で行わ

れました。水巻町からは、小野元さん（下二）と城水管二さん

（吉田二）の2人が選ばれました。おめでとうございます。

ノ■ヽ



健康づくリシリーズ◎

ひ
と
り
の
老
後
を
享
え
る
も
の
は
‥
・
？

保
健
婦
の
目
か
ら
見
た

高
齢
化
の
実
態

（
3
）

高
齢
者
の
介
護
は
、
そ
の
家
族
を
含
め
ど
の
よ
う

な
人
が
介
護
者
と
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

シ
リ
ー
ズ
最
終
回
は
、
男
性
が
介
護
者
と
な
る
現

実
を
見
据
え
、
保
健
と
い
う
立
場
か
ら
、
介
護
者
支

援
の
た
め
の
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
の
必
要
性
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

10

【
事
例
3
】

高
齢
者
を
介
護
す
る
人
の

享
之
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す

今
年
7
5
歳
に
な
る
Ｃ
さ
ん
は
、
4
3
歳

の
三
男
の
息
子
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。Ｃ

さ
ん
は
、
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と

き
の
け
が
が
も
と
で
、
足
が
少
し
不
自

由
だ
っ
た
の
で
す
が
、
炊
事
、
洗
濯
な

ど
身
の
回
り
の
こ
と
は
自
分
で
行
っ
てこーつ

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昨
年
、
脳
梗

そ
く塞

を
お
こ
し
左
片
麻
痺
に
な
っ
て
か
ら

は
、
家
事
は
お
ろ
か
、
ト
イ
レ
に
も
間

に
合
わ
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
、
オ
ム

ツ
を
使
う
機
会
も
増
え
ま
し
た
。
ま
た
、

家
の
中
で
は
、
杖
を
頼
り
に
移
動
し
て

い
ま
す
が
、
力
の
入
れ
具
合
が
わ
か
ら

ず
、
転
倒
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、

体
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
打
ち
身
に
よ
る

傷
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
三
男
が
Ｃ
さ
ん

の
介
護
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

三
男
は
、
本
格
的
な
介
護
を
始
め
て

か
ら
数
カ
月
が
過
ぎ
る
と
「
と
て
も
め

ん
ど
う
み
き
れ
な
い
、
ど
こ
か
に
入
院

さ
せ
た
い
が
」
と
い
う
相
談
を
役
場
保

健
婦
に
持
ち
か
け
ま
し
た
。
保
健
婦
が

病
院
の
医
師
に
そ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ

「
脳
梗
塞
の
障
害
と
し
て
は
固
定
し
て

お
り
入
院
治
療
の
必
要
は
な
い
」
と
の

こ
と
。
も
と
も
と
、
Ｃ
さ
ん
自
身
の
希

望
は
、
「
で
き
る
だ
け
家
に
い
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
介
護
に

つ
い
て
家
族
で
話
し
合
い
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
改
め
て

三
男
が
介
護
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
在
、
Ｃ
さ
ん
の
病
状
の
チ
ェ
ッ
ク

は
、
主
治
医
の
往
診
で
、
看
護
は
老
人

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
婦
が

受
け
持
ち
積
極
的
に
リ
ハ
ビ
リ
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
事
な
ど
の
身
の

回
り
の
問
題
は
三
男
が
頑
張
っ
て
面
倒

を
み
て
い
ま
す
。

そ
の
介
護
に
つ
い
て
三
男
に
話
を
開

い
た
と
こ
ろ
、
「
切
れ
間
の
な
い
介
護

で
ｒ
∵
精
神
的
に
弱
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
」
と
の
こ
と
。
今
後
、
男
性
の
介

護
者
の
た
め
の
介
護
教
室
や
生
活
面
で

の
支
援
な
ど
と
と
も
に
、
介
護
に
疲
れ

た
心
を
い
や
す
こ
と
の
で
き
る
　
「
介
護

者
の
つ
ど
い
」
　
の
よ
う
な
も
の
が
ま
す

ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

（

露書三重‾丁　匪



年 齢 1
ぉじいちゃん

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ－
ｉおばあちゃんｌニムこ

ｌ■　　　　　．
碑 細密 9 1 23 5 32 6

事軽率敏 5 17 80 9 132 6

．、紡歳？嫁 123 0 16 43 28 73

183 8 26 87 午525

Ｊｌ

今の制度では、在宅の人と病院に入院している人の間で、あるいは、病

院と施設の間で利用者の費用負担に格差があります。そのため入院と在宅
での負担の公平化を図るため、入院時の食事について、家庭でも必要とし

ている程度の定額の一部負担をお辟いすることになりました。また、その

財源で、付添看護などの重い負担を負っている人たちの負担を解消してい

きます。

●入院時の食事の重要性

入院しているときの食事は入院医療にとても重要な役割を果していま

す。この改正は、費用の自己負担についての見直しです。病院が責任をも

って栄養管理の行き届いた食事の提供を行うことには変わりません。

●改正の具体的内容

入院時の食事の費用は、診察や投薬、入院などの療養費から切り離して、
「入院時食事療養費」として別個にし、平均的な家計での食費をもとに定

額の一部負担を導入するものです。改正の内容は次の表のとおりです。

義溢産遥竃漂浣妥窓憲蒜影蔑率霹靂
平成 8 年10 月～湖

ロ山　Ｔ 6 0 0 円 8 0 0 円

・ｉ；．戎畠輔．、′ 3 か月までの入院 4 5 0 円 6 6 0 円撚 務 翠 穀

寿醸撫廃船鍛準鞭
4か月以降の入院 3 0 0 円 5 0 0 円

ｌ 里 ’汀・思　　　 ’濡兆ヲＦ〒浄机
福祉年金受給権者

2 0 0 円　　　　 3 0 0 円

※改正後、老人の場合は入院の一部負担金（700円）と入院時食事療養費
（600円）が必要となります。

②ｒ出産育児一時金」

子供が健やかに生まれ育つ環境づくりを目的に、医療保健制度でも出

産・育児の支援を充実していく予定です。

出産育児一時金として新しく

出産前後の諸費用の家計負担を軽減するために、被保険者や配偶者が出産

したときの現金給付は、従来の分娩費（国民健康保険では助産費）を出産

育児一時金として大幅に充実していきます。

′－ヽ

／



亨問い合わせは

水巻町役場…・‥201－4321

中央公民館……201－0401

南部公民館……202－2472

総合運動公園内

（体　育　係）……201－4000

（テニスコート）……201－5757

町民体育館……201－3936

えぶり　山荘……202－6230

福祉センター……20ト0794

社会福祉協議会……202－3700

●と　き　9月17日（土）
▽第一回　午後4時20分～午後

6時30分
▽第二回　午後7時20分～午後

9時30分
●ところ　中央公民館
●映　画　「地球交響曲」●参

加費　①一般1000円（前売
り800円）②高校生以下　800
円（前売り500円）

●申し込み・問い合わせ　ガイ
アシンフォニーＩＮ水巻・芦
屋実行委員会℡202－26
74（近藤）

※収益金は、チャリティー基金
として、ルワンダ難民救済基
金に送られます。

差
別
に
つ
い
て
あ
な
た
の
意
見
を

原
稿
に
し
て
送
っ
て
く
だ
さ
い

同
和
教
育
係

同
和
教
育
係
で
は
、
差
別
問
題
の
日

月
2
5
日
に
発
行
予
定
の
　
「
差
別
を
な
く

す
た
め
に
」
　
の
原
稿
を
募
集
し
ま
す
。

原
稿
用
紙
2
枚
程
度
に
、
部
落
解
放
を

展
望
し
て
、
差
別
を
な
く
す
た
め
の
願

い
を
こ
め
た
内
容
の
も
の
を
書
い
て
、

9
月
3
0
日
ま
で
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
応
募
原
稿
多
数
の
場
合
は
、
選

考
し
て
掲
載
と
な
り
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
役
場
同

和
教
育
係

た
。
も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
、
あ
な

た
も
交
通
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
。

新
規
加
入
・
更
新
の
手
続
き
を
9
月

3
0
日
ま
で
住
民
係
の
窓
口
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
今
ま
で
加
入
し
て
い
た
人

は
自
動
的
に
継
続
に
な
り
ま
す
の
で
、

申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

※
6
5
歳
以
上
の
人
は
、
申
し
出
に
よ
り

町
が
一
口
分
　
（
五
百
円
）
　
を
負
担
し

ま
す
。
ま
た
、
二
口
の
加
入
を
希
望

す
る
場
合
は
、
追
加
分
の
一
口
は
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
係

を
乗
せ
て
介
護
者
が
運
転
す
る
場
合
に

も
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
交
付
し
て
い
る
身
体
障
害
者

有
料
道
路
通
行
料
金
割
引
証
は
引
き

続
き
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳
・
車
検
証
・
免

許
証
・
印
鑑

●
手
続
き
　
役
場
民
生
係

●
作
品
の
表
彰
　
書
道
・
写
真
作
品
か

ら
金
賞
各
1
0
点
、
銀
賞
1
0
点
、
銅
賞

2
0
点

●
応
募
締
切
り
　
9
月
3
0
日
（
金
）

●
問
い
合
わ
せ
　
戯
福
岡
県
身
体
障
害

者

福

祉

協

会

℡

（

0

9

2

）

7

5

1

局

3

2

3

9

番

へ

便
利
な
県
民
手
帳
の
予
約
を

受
け
付
け
て
い
ま
す産

業
課

交
通
共
済
の
加
入
制
度
が

1
0
月
1
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

有
料
道
路
通
行
料
金
の

障
害
者
割
引
措
置
に
つ
い
て

民
生
係

住
民
係

交
通
共
済
は
、
わ
ず
か
な
掛
金
で
見

舞
金
が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。
今
ま

で
掛
金
は
一
人
一
口
　
（
五
百
円
）
　
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
1
0
月
1
日
か

ら
交
通
共
済
加
入
制
度
の
変
更
に
よ

り
、
一
人
二
口
　
（
千
円
）
　
ま
で
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

こ
れ
ま
で
、
肢
体
不
自
由
の
人
が
対

象
と
な
っ
て
い
た
有
料
道
路
通
行
料
金

の
障
害
者
割
引
措
置
が
1
0
月
1
日
か
ら

す
べ
て
の
障
害
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度
の
改
正
に

よ
り
、
障
害
者
が
自
ら
運
転
し
、
有
料

道
路
を
通
行
す
る
場
合
は
通
行
料
金
が

半
額
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
重
度
の
身

体
障
害
者
ま
た
は
重
度
の
精
神
薄
弱
者

（

●
応
募
資
格
　
「
身
体
障
害
者
手
帳
」

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
※
過
去
3

回
以
上
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
入
賞
し

た
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
作
　
品
　
①
書
道
の
部
／
半
紙
サ
イ

ズ
　
（
1
人
1
枚
）
②
写
真
の
部
／
4

つ
切
り
　
（
1
人
1
枚
）

●
応
募
方
法
　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
㈲
福
岡
県
身
体
障
害
者

福
祉
協
会
（
〒
餌
一
福
岡
市
中
央
区
六

本
松
1
－
2
－
2
2
）
　
へ
送
っ
て
く
だ

さ
い
。
※
応
募
用
紙
は
役
場
民
生
係

に
用
意
し
て
い
ま
す
。

平
成
7
年
版
県
民
手
帳
の
予
約
を
役

場
産
業
課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
県

民
手
帳
は
、
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
、
日
常

生
活
に
役
立
つ
資
料
を
収
録
し
て
い
ま

す
。

■
大
型
ポ
ケ
ッ
ト
版
　
四
百
五
十
円

■
小
型
ポ
ケ
ッ
ト
版
　
三
百
八
十
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
9
月
2
6

日
ま
で
に
役
場
産
業
課
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

「
農
業
祭
」
　
の
テ
ー
マ
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
ふ
る
っ
て
参
加
く
だ
さ
い
。

●
作
　
品
　
3
0
字
以
内
に
農
業
と
消
費

者
の
ふ
れ
あ
い
を
表
現
し
た
も
の

●
応
募
方
法
　
ハ
ガ
キ
に
①
作
品
②
氏

名
③
住
所
④
電
話
番
号
⑤
年
齢
⑥
農

業
祭
に
期
待
す
る
こ
と
を
書
い
て
、

遠
賀
郡
農
業
振
興
連
絡
協
議
会
事
務

局
　
（
〒
ｍ
Ｉ
4
2
岡
垣
町
糠
塚
3
5
4

Ｊ
Ａ
お
ん
が
生
産
セ
ン
タ
ー
内
）
　
へ

送
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
作
品
の
表
彰
　
入
選
1
点
、
佳
作
3

点
を
選
び
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。

●
応
募
締
切
り
　
9
月
3
0
日
（
金
）

●
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
郡
農
業
振
興
連

絡
協
議
会
事
務
局
℡
2
8
2
局
3
0

9
6
番
ま
た
は
役
場
産
業
課

ふ
れ
あ
い
、
自
然
、
豊
か
な
実
り

農
業
崇
の
テ
ー
マ
を
募
集

遠
賀
郡
農
業
振
興
連
絡
協
議
会

遠
賀
郡
農
業
振
興
連
絡
協
議
会
で
は

（
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ふｌノｉろ1・、．Ｊヽ
誠‾‾こ

，，ナ
紺 甜 畑 淵●　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　 聞 あ

は　　 ＼　 待　 0　じ す テ い 社　　 か な

せ た

10 て　 さ 華 た ル い 祉　　 て の

い　 相 室 雲

隼渕

！・暮－＿

〉

終ヽ，Ｉ

燕こ＿． 　　 【

メ‾＿：圭秋の交通安全；県民連動9月21日～30削 騨 粧適酪慨

講 演 会

ｌ腎臓移植を考える集い ‥ ・ｌ

増 恕

講演会
ｌ腎臓移植を考える集い‥ ・ｌ

増恕
●と　 き　 9 月20月 （火「牛後 1

時～3 時30分
●ところ　 久留米医師会館 （久留

米市櫛原町2 －34）

●講演内容　 ①腎臓バンクについ
て②子供の腎不全③泌尿器科医

から見た腎不全⑥献腎移植を受

けて⑤献腎移植を体験して

●入場料　 無料

●定　 員　 300 人
●問い合わせ　 ㈱福岡県腎臓バン

ク℡ （0 9 2 ） 6 3 3 － 3 1 0

6
類
）
・
丙
種

●
願
書
受
付
　
1
0
月
3
日
か
ら
1
6
日
ま

で
遠
賀
郡
消
防
本
部
で
受
け
付
け
ま

す
。

【
受
験
準
備
講
習
会
】

●
と
　
き
　
日
月
2
0
日
　
（
日
）
　
午
前
8

時
3
0
分
～
午
後
5
時

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
郡
消
防
本
部

●
講
習
内
容
　
乙
種
（
第
4
類
）
・
丙

種
●
受
講
料
　
二
千
円
（
学
生
は
千
五
百

円
）

●
講
習
受
付
　
1
0
月
3
日
か
ら
日
月
1
9

日
ま
で
遠
賀
郡
消
防
本
部
で
受
け
付

け
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
郡
消
防
本
部
予

防

課

℡

2

9

3

局

8

1

2

5

番

へ

〔

を
設
置
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
意
見
や
提
言
は
、
自
治
省
で
検

討
し
行
政
に
い
か
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
の
た
く
さ
ん
の

フ
ァ
ッ
ク
ス
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
時
間
　
午
前
9
時
～
午
後
6
時

（
土
、
日
、
祭
日
は
除
き
ま
す
）

●
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
　
（
0
3
）
　
3
5

8

1

局

6

9

8

7

番

●
問
い
合
わ
せ
　
自
治
大
臣
官
房
広
報

室

℡

（

0

3

）

　

3

5

9

1

局

0

2

7

9
番
へ

（
北
九
州
市
門
司
区
西
海
岸
1
－
3
－

1

0

）

　

℡

3

3

2

局

8

3

4

6

番

へ

愛
の
お
く
り
も
の

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

町
社
会
福
祉
協
議
会

次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に

ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

香
典
返
し
と
し
て

緒
戦
当
時
の
引
揚
者
の
皆
さ
ん
の

通
貨
・
証
券
を
返
還
し
ま
す

門
司
税
関

あ
な
た
の
意
見
を
自
治
大
臣
へ
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
伝
え
ま
せ
ん
か

自
治
大
臣
官
房
広
報
室

自
治
省
で
は
、
地
方
公
共
団
体
や
地

方
自
治
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
意

見
や
提
言
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
受
け
付
け

る
「
自
治
大
臣
へ
の
提
案
フ
ァ
ッ
ク
ス
」

門
司
税
関
で
は
、
終
戦
後
、
外
地
か

ら
引
き
揚
げ
て
き
た
人
が
上
陸
地
の
税

関
・
海
運
局
に
預
け
た
通
貨
・
証
券
な

ど
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
。
お
心
あ
た

り
の
あ
る
人
は
、
返
還
の
申
し
出
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
返
還
の
申
し
出

は
、
本
人
だ
け
で
な
く
家
族
の
人
も
受

け
付
け
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
門
司
税
関
監
視
部

●
美
吉
野

●
お
か
の
台

●
頃
末

●
頃
末

●
吉
田
二

●
猪
熊

●
お
か
の
台

●
頃
末

故
・
田
原
　
強
　
様

田
原
サ
ヨ
子
様

故
・
田
和
佳
須
美
様

田
和
　
昭
二
様

故
・
掘
部
百
合
子
株

掘
部
　
強
　
様

故
・
山
口
　
蔦
男
様

山
口
千
代
美
様

故
・
立
本
　
和
夫
様

中
矢
　
君
子
様

故
・
小
金
丸
鶴
吉
様

小
金
丸
博
光
様

故
・
佐
藤
　
カ
ツ
様

佐
藤
　
義
孝
棟

故
・
戸
野
口
　
正
様

戸
野
口
サ
カ
ヱ
様

今年は、全国的に水不足が続い

ており、空気も乾燥しているため、

火炎が多発しています。このよう

な状況で、一度火災が発生すると

長時間炎上し、被害も大きなもの

となりかねません。水巻可でも7

月から8月までのあいだに、11件

もの火災が発生しています。

皆さん、火の取扱には、よリー

層の注意を払ってください。
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孟
蘭
盆
会
　
家
で
は
精
霊
棚

な
　
す
　
　
　
き
ゅ
う
り

り
、
茄
子
や
胡
瓜
な
ど
を
供
え
、
盆
提

と
、
つ
ろ
．
ノ

灯
や
灯
籠
な
ど
を
飾
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
う
め
ん
を
食
べ
、
焼
酎
を
飲

む
の
が
盆
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
十
四
日
が
盆
節
句
で
一
日
ゆ
っ

た
り
し
、
十
五
日
は
精
霊
を
送
る
日
で

し
た
。
ま
た
、
頃
末
や
古
賀
で
は
、
こ

の
日
綱
引
き
を
し
て
仏
の
見
立
て
を
す

る
風
習
も
あ
り
ま
し
た
。
頃
末
で
は
三

つ
よ
り
に
し
た
太
い
縄
を
使
い
、
古
賀

で
は
笹
竹
と
葛
づ
ら
を
別
々
に
つ
な
い

で
子
供
と
青
年
が
綱
を
引
き
合
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
綱
引
き
で
、
綱
が
切
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
が

別
れ
る
と
い
わ
れ
、
切
れ
な
い
と
き
は

無
理
に
鎌
で
切
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

盆
踊
　
昔
の
盆
踊
り
は
年
一
回
の
開
放

さ
れ
た
催
し
だ
け
に
、
青
年
た
ち
の
最

も
熱
狂
す
る
行
事
で
し
た
。
十
三
日
の

夜
に
始
ま
っ
て
、
新
盆
の
家
を
毎
夜
踊

り
回
り
、
十
七
日
か
一
八
日
に
観
音
堂

土
用
祭
も
あ
っ
て
こ
れ
も
青
年

神
は
、
約
一
か
月

し
て
い
ま
し
た
。
河
守
神
社
放
生
会
は
、

堀
川
水
一
七
力
付
の
鎮
守
だ
け
に
盛
大

な
行
事
と
し
て
近
村
か
ら
集
ま
る
人
で

車
返
し
は
大
変
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
芝
居
、
見
世
物
、
夜
店
な
ど

が
人
を
呼
び
、
有
名
な
遠
賀
三
大
相
撲

の
一
つ
で
あ
る
河
守
様
の
相
撲
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
力
士
の
中
に
は
、
遠

く
四
国
や
関
西
あ
た
り
か
ら
集
ま
っ
て

て
来
た
人
も
い
た
よ
う
で
す
。

す
る
と
、
各
地
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
を
神
も
ど
り
と
い
い
ま

す
。
ま
た
、
に
ぎ
や
か
に
縁
む
す
び
の

報
告
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

風
ど
め
崇
　
風
祭
と
も
呼
ば
れ
、
二
百

十
日
か
二
百
二
十
日
に
行
い
ま
し
た
。

稲
の
穂
が
出
る
季
節
の
台
風
を
お
そ

れ
、
神
か
け
て
無
事
太
平
を
祈
っ
た
の

で
す
。
風
祭
は
、
現
在
で
も
伊
左
座
、

上
二
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

神
あ
る
き
　
神
無
月
は
す
べ
て
の
神
が

出
雲
大
社
に
集
ま
る
月
と
さ
れ
て
い
ま

ま
す

亥
の
子
　
お
萩
餅
を
桝
に
入
れ
、
菊
の

み
の

花
を
添
え
て
箕
に
の
せ
田
の
神
を
祭
り

ま
す
。
こ
の
日
、
夜
に
な
る
と
石
に
縄

を
つ
け
た
も
の
を
数
人
で
持
っ
て
家
々

を
ま
わ
り
、
「
十
四
日
の
亥
の
子
い
の

子
餅
つ
か
ん
や
っ
あ
鬼
産
め
蛇
産
め
角

生
え
た
子
産
め
」
と
い
っ
た
り
「
○
○

は
や

さ
ん
の
初
亥
の
子
」
と
い
っ
て
喘
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
行
事
は
、
新
棟
の
出

産
を
祝
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

え
び
す
講
　
縁
起
も
の
の
鯛
を
か
け
台

に
飾
り
、
米
俵
の
上
に
野
菜
や
果
物
を

●

向
日
蒜

樽
仲

日
、
十
五
歳

画
蘭

画
［
闇
］

は
、
旗
と
ご
幣
を

し
立
て
て
　
「
お
え
び
す
さ
ん

こ
ん
じ
ょ
う
。

一
升
五
合
み
な
く
ん

な
い
」
と
曝
し
な
が
ら
家
々
を
ま
わ
っ

て
、
米
を
集
め
ま
す
。
そ
れ
を
そ
の
夜

の
氏
神
の
お
籠
も
り
を
行
う
と
き
の
飯

や
料
理
代
に
す
る
の
で
す
。

大
晦
日
　
年
の
夜
、
除
夜
と
い
っ
て
、

明
日
に
元
日
を
ひ
か
え
、
墓
掃
除
、
し

め
飾
り
、
主
婦
の
料
理
つ
く
り
が
行
わ

れ
ま
す
。
年
の
夜
囲
炉
の
火
を
絶
や
さ

な
い
よ
う
に
し
て
、
除
夜
の
鐘
を
聞
き

そ
ば

な
が
ら
、
蕎
麦
を
食
べ
る
こ
と
が
全
国

的
な
し
き
た
り
で
す
。

こ
の
広
報
紙
は

再
生
紙
を

使
用
し
て
い
ま
す
。
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