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方城町の人口 

(6月1日現在） 

人 口 7.648 人 

男 3.685 人 

女 3.963 人 

世帯数 2.055 戸 
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方
城
町
旅
館
建
築
の
規
制
に
 

関
す
る
条
例
が
六
月
十
二
日
臨
 

時
町
議
会
に
お
い
て
全
議
員
賛
 

成
の
も
と
で
原
案
を
可
決
し
、
 

同
月
十
七
日
設
定
公
布
さ
れ
 

ま
し
た
。
 

福
岡
県
下
で
は
，
モ
l

テ
ル
 

規
制
条
例
〉
を
設
定
し
た
市
町
 

村
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ま
 

ご
存
知
の
よ
う
に
各
方
面
で
、
 

大
き
な
波
紋
を
呼
ん
で
お
り
ま
 

す
。
方
城
町
で
は
、
人
間
性
豊
 

か
な
明
る
い
緑
の
 

町
造
り
の
 

た
め
、
教
育
施
設
の
充
実
、
道
 

路
整
備
、
住
宅
建
築
に
全
力
を
 

挙
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
田
川
 

ー
直
万
パ
イ
パ
ス
が
完
成
し
ま
 

す
と
沿
道
に
住
宅
建
設
が
予
想
 

さ
れ
、
田
園
や
住
宅
地
の
中
に
 

，
モ
ー
テ
ル
I

建
築
計
画
が
な
 

い
と
も
限
り
ま
せ
ん
方
城
町
の
 

土
地
に
が
モ
ー
テ
ル
城
β
不
環
 

境
的
な
広
告
物
を
建
て
さ
せ
な
 

い
と
い
う
の
が
、
こ
の
条
例
の
 

目
的
で
あ
り
ま
す
。
 

モ
ー
テ
ル
建
築
申
請
は
、
国
 

県
が
認
可
い
た
し
ま
す
が
、
法
 

律
的
な
考
え
方
の
意
味
は
、
営
 

業
の
自
由
を
認
め
て
い
る
が
、
 

現
実
の
問
題
と
し
て
の
効
力
が
 

あ
る
の
で
す
。
町
条
例
は
，
法
 

I
と
は
合
致
し
ま
せ
ん
が
最
終
 

的
は
、
町
民
皆
さ
ん
の
勇
気
で
 

あ
り
、
町
民
パ
ワ
ァ
が
あ
っ
て
 

こ
そ
、
法
律
の
裏
付
け
と
な
り
 

初
め
て
こ
の
条
例
の
効
力
を
も
 

つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
町
の
発
 

展
と
明
る
い
住
み
よ
い
町
づ
く
 

り
の
た
め
に
町
民
皆
さ
ま
の
ご
 

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

こ
の
条
例
の
内
容
を
簡
単
に
 

説
明
し
ま
す
と
、
今
後
旅
館
・
 

ホ
テ
ル
・
モ
ー
テ
ル
・
カ
ー
テ
ル
 

・
ユ
ー
テ
ル
・
を
方
城
町
内
に
建
 

築
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
長
 

の
同
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
 

規
定
さ
れ
て
お
り
、
建
築
配
置
 

図
、
設
計
図
等
の
書
類
を
添
付
 

し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
よ
う
に
な
り
ま
レ
た
。
 

町
長
は
町
内
の
善
良
な
風
俗
 

を
保
持
し
、
健
全
な
る
環
境
の
 

向
上
を
図
り
公
共
の
福
祉
を
増
 

進
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
場
 

所
に
つ
い
て
は
同
意
し
な
い
こ
 

と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

1
、
住
宅
地
 

2
、
官
公
署
、
病
院
、
診
療
所
 

の
付
近
 

3
、
教
育
、
文
化
施
設
付
近
 

4
、
児
童
福
祉
施
設
等
の
付
近
 

5
、
公
園
、
緑
地
の
付
近
 

6
、
そ
の
他
、
町
長
が
不
適
格
 

と
認
め
た
場
所
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住

み

よ

 い

町

づ

く

り

と

 

モ
 
ー
 
テ
 
ル
 
の
 
関

係

 

現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
そ
の
動
 
ど
ん
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
、
 

最
近
各
地
で
見
ら
れ
る
『
モ
ー
 

き
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
い
将
 
冷
静
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
 
テ
ル
』
が
地
域
に
与
え
る
影
響
 

来
方
城
町
内
に
モ
ー
テ
ル
、
カ
 
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

に
つ
い
て
色
々
論
議
を
呼
ん
で
 

ー
テ
ル
、
ユ
ー
テ
ル
等
の
建
築
 

条
例
の
目
的
は
 

お
り
ま
す
が
、
今
さ
ら
討
論
す
 

が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
十
分
に
 
一
、
住
民
の
善
良
な
風
俗
を
保
 
る
ま
で
も
な
く
、
地
域
の
学
童
 

あ
り
ま
す
。
 

持
す
る
 

を
始
め
青
少
年
に
与
え
つ
つ
あ
 

モ
ー
テ
ル
の
建
築
が
果
し
て
 
二
、
健
全
な
る
環
境
の
向
上
を
 
る
教
育
的
影
響
力
に
つ
い
て
は
 

方
城
町
の
将
来
に
益
す
る
の
か
 
図
る
 

心
あ
る
人
び
と
の
憂
慮
す
る
と
 

そ
れ
と
も
有
害
で
あ
る
の
か
？
 
三
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
ー
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
た
く
し
達
客
 

住
み
よ
い
町
づ
く
り
に
と
つ
て
 
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

一
観
的
立
場
に
居
る
者
に
と
っ
一
、
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も
充
分
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
問
題
と
化
し
て
お
り
ま
 

す
。
つ
ま
り
他
人
ご
と
で
は
な
 

く
な
る
時
が
必
ず
来
る
と
い
う
 

こ
と
で
す
。
 

s
E
x

が
フ
リ
 

ー
化
し
よ
う
と
す
る
風
潮
の
時
 

代
に
、
高
校
教
科
書
に
詳
細
な
 

性
教
育
の
内
容
が
盛
ら
れ
よ
う
 

と
す
る
時
代
に
、
知
ら
し
む
べ
 

か
ら
ず
ノ
と
い
う
方
法
が
教
育
 

的
に
良
い
か
悪
い
か
は
さ
て
置
 

い
て
、
現
在
の
時
点
で
は
、
ま
 

だ
ま
だ
自
分
の
家
の
近
く
に
モ
 

ー
テ
ル
等
が
無
い
方
が
子
ど
も
 

達
の
教
育
上
良
い
だ
ろ
う
と
い
 

う
見
当
位
は
つ
き
ま
す
。
 

ど
ん
な
環
境
に
も
左
右
さ
れ
 

な
い
ほ
ど
の
知
性
と
理
性
を
、
 

町
民
の
誰
も
が
、
老
若
男
女
を
 

間
わ
ず
兼
ね
備
え
る
よ
う
に
な
 

る
ま
で
は
、
環
境
の
浄
化
を
は
 

か
る
の
が
行
政
の
責
任
で
あ
る
 

と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
 

，
法
と
条
例
と
の
関
係
I
 

議
会
質
間
の
中
で
「
旅
館
営
 

業
は
法
で
保
証
さ
れ
て
い
る
の
 

に
、
法
は
条
例
よ
り
優
先
す
ろ
 

は
ず
だ
が
、
は
た
し
て
こ
の
条
 

例
は
効
果
が
あ
る
の
か
？
」
と
 

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
 

な
る
ほ
ど
条
例
は
法
に
優
先
す
 

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
 

し
こ
の
条
例
は
十
分
効
果
が
あ
 

り
ま
す
。
法
で
あ
れ
条
例
で
あ
 

れ
公
共
の
福
祉
を
願
う
地
域
住
 

民
の
総
意
の
結
集
で
あ
る
の
で
 

あ
り
、
こ
の
条
例
が
町
民
の
総
 

意
を
結
集
し
た
条
例
で
あ
る
以
 

上
、
確
固
た
る
効
果
が
期
待
で
 

き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
町
民
の
 

（

、

 

一
人
ひ
と
り
が
協
力
し
て
く
だ
 
方
城
町
で
は
誰
も
モ
ー
テ
ル
を
 

緑
の
町
づ
く
り
を
ノ
 

さ
れ
ば
、
即
ち
町
民
の
誰
も
が
 
建
築
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
で
 

き
れ
い
な
町
づ
く
り
を
ノ
 

モ
ー
テ
ル
の
た
め
の
用
地
を
提
 
し
よ
う
。
即
ち
、
住
民
パ
ワ
ァ
 

文
化
匂
う
町
づ
く
り
を
ノ
 

供
せ
ず
、
看
板
を
立
て
る
た
め
 
こ
そ
こ
の
条
例
の
効
果
を
絶
大
 

町
民
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
 

の
賃
貸
借
を
せ
ず
、
モ
ー
テ
ル
 
な
ら
し
め
る
後
盾
と
な
る
も
の
 
願
い
申
し
ま
す
。
 

の
営
業
に
対
し
断
固
と
し
て
反
 
で
あ
り
ま
す
。
 

対
の
意
志
を
表
明
す
る
な
ら
ば
 

住
み
良
い
町
づ
く
り
の
た
め
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町
史
資
料
編
』
 

刊
 
行
 

ク
仲
 
村

松

吉

 氏
 
の
 

労

苦

 に
 
敬
 
意
4
 

先
般
方
城
町
史
を
刊
行
し
ま
し
 

た
が
、
町
史
に
未
収
録
の
重
要
 

な
史
料
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
 

か
ら
こ
れ
を
一
冊
に
ま
と
め
、
 

資
料
編
と
し
て
刊
行
し
、
記
録
 

と
し
て
永
久
保
存
す
る
こ
と
に
 

し
ま
し
た
。
 

内
容
は
、
安
永
家
所
蔵
万
歳
暦
 

桑
野
家
主
要
記
録
、
日
用
記
録
 

宮
座
帳
、
皆
川
家
記
録
、
早
川
 

、
世
良
家
重
要
記
録
を
全
部
収
 

録
し
通
読
す
れ
ば
藩
政
時
代
か
 

ら
現
代
に
至
る
方
城
町
と
わ
た
 

く
し
達
の
祖
先
の
生
活
の
歴
史
 

が
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
に
限
前
に
 

そ
し
て
身
が
そ
の
時
代
に
在
る
 

の
思
い
が
し
て
歴
史
の
流
れ
を
 

つ
く
づ
く
味
う
こ
と
が
で
き
ま
 

す。 
A
五
版
上
製
本
五
百
頁
の
も
の
 

で
す
。
さ
き
に
町
史
を
購
入
さ
 

れ
た
方
は
是
非
本
書
を
併
せ
て
 

備
え
ら
れ
る
よ
う
希
望
し
ま
す
 

代
価
一
部
弐
千
円
、
た
だ
し
一
 

町
内
の
方
は
二
回
に
分
割
払
 

も
で
き
ま
す
。
 

何
れ
後
日
隣
組
回
覧
板
を
以
て
 

購
入
予
約
を
と
り
ま
す
の
で
、
 

そ
の
節
は
是
非
お
申
し
込
み
く
 

だ
さ
い
。
 

（
七
月
中
旬
刊
行
予
定
）
 

町

史

資

料

編

 

に
 

寄
 

せ
 

て
 

九
州
大
学
教
授
 

秀
 
村
 
選
 

三
 

最
近
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
に
 
そ
の
後
新
し
く
発
見
さ
れ
た
多
 

歴
史
も
の
は
盛
ん
に
と
り
あ
げ
 
数
の
史
料
を
編
集
し
て
、
方
城
 

ら
れ
て
い
る
が
、
案
外
昔
の
こ
 
町
の
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
た
こ
 

と
が
興
味
本
位
に
と
り
あ
げ
ら
 
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
 

れ
て
い
る
だ
け
で
、
事
実
と
違
 
と
で
あ
る
。
 

っ
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
 
最
近
は
全
国
的
に
も
、
す
ぐ
れ
 

よ
う
で
あ
る
o

そ
う
し
た
も
の
 
た
市
町
村
史
が
続
々
刊
行
さ
れ
 

は
、
見
て
い
る
と
き
は
面
白
く
 
い
づ
れ
も
立
派
な
史
料
集
を
付
 

て
も
、
そ
う
深
く
心
に
残
る
も
 
し
て
、
市
町
村
史
の
記
述
の
根
 

の
で
は
な
い
ら
し
い
。
 
し
か
し
 
拠
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
史
料
 

「
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
 
に
も
と
づ
い
て
読
者
が
も
の
を
 

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
 
考
え
た
り
、
研
究
し
た
り
す
る
 

歴
史
の
真
実
と
い
う
も
の
は
実
 
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
 

に
面
白
い
し
、
味
わ
い
の
あ
る
 
て
い
る
。
か
っ
て
の
お
国
自
慢
 

も
の
で
あ
る
。
ま
た
真
実
が
い
 
や
同
郷
意
識
に
だ
け
支
え
ら
れ
 

か
に
尊
く
、
冷
厳
と
し
て
お
お
 

い
が
た
い
か
も
し
ば
ノ
、
教
え
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
歴
 

史
の
事
実
は
、
人
間
社
会
の
貴
 

重
な
体
験
記
録
で
あ
る
だ
け
に
 

わ
れ
わ
れ
に
謙
虚
な
気
持
さ
え
 

あ
れ
ば
、
学
び
得
る
こ
と
も
多
 

い。 
か
か
る
歴
史
の
事
実
を
あ
り
の
 

ま
ま
収
録
し
た
も
の
が
史
料
集
 

で
あ
る
。
さ
き
に
方
城
町
史
が
 

刊
行
さ
れ
、
田
川
地
方
の
歴
史
 

を
い
ろ
い
ろ
知
る
こ
と
が
で
き
 

た
郷
土
史
と
は
全
く
ち
が
っ
た
 

段
階
に
来
て
い
る
と
云
っ
て
よ
 

い。 

と
こ
ろ
が
九
州
地
方
で
は
 

市
町
村
史
の
刊
行
は
盛
ん
で
も
 

、
史
料
集
の
刊
行
は
き
わ
め
て
 

家
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
 

回
、
方
城
町
が
町
史
に
続
き
、
 

史
料
集
を
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
 

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
、
町
当
局
 

の
卓
見
と
編
纂
者
 
仲
村
松
吉
 

氏
の
ご
労
苦
に
心
か
ら
敬
意
を
 

表
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

内
容
を
見
る
と
、
庄
屋
文
書
を
 

た
が
、
今
回
、
前
回
の
町
史
に
一
多
数
収
録
し
て
い
て
、
藩
政
時
 

採
録
さ
れ
な
か
っ
た
史
料
や
、
一
代
の
村
落
の
実
態
、
宮
座
の
博
 

統
、
庶
民
の
生
活
な
ど
多
面
的
 

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
代
 

記
や
家
記
な
ど
も
幾
つ
か
収
め
 

ら
れ
て
い
て
、
歴
史
の
推
移
を
 

興
味
深
く
追
う
こ
と
が
で
き
る
 

し
、
ま
た
昔
の
人
が
い
か
に
歴
 

史
を
大
事
に
し
て
、
記
録
し
続
 

け
た
か
、
感
動
さ
せ
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
。
た
だ
頁
数
の
関
係
で
 

あ
ろ
う
か
、
抄
録
に
と
ど
め
ら
 

れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
惜
 

し
い
次
第
で
あ
る
。
明
治
期
の
 

史
料
も
豊
冨
に
入
れ
ら
れ
、
こ
 

と
に
、
い
か
に
も
産
炭
地
域
の
 

史
料
集
ら
し
く
、
石
炭
や
川
船
 

鉄
道
等
の
近
世
の
史
料
と
と
も
 

に
、
他
の
市
町
村
史
に
は
な
い
 

ユ
ニ
ー
ク
な
史
料
集
に
な
っ
て
 

い
る
。
 

や
は
り
市
町
村
の
史
料
集
は
、
 

あ
く
ま
で
、
そ
の
市
町
村
で
な
 

け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
独
自
な
史
 

料
を
編
集
し
て
こ
そ
、
そ
の
地
 

域
生
民
の
た
め
に
な
る
し
、
ま
 

た
学
間
的
に
も
貴
重
な
の
で
あ
 

っ
て
、
こ
の
点
こ
の
史
料
集
は
 

方
城
町
の
主
要
な
史
料
を
収
め
 

て
い
て
、
町
史
の
史
料
集
と
し
 

て
、
み
ご
と
に
成
功
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
巻
末
に
方
城
町
近
 

在
の
史
料
目
録
を
付
し
て
い
る
 

の
も
周
到
な
配
慮
で
あ
る
。
 
こ
 

の
本
は
永
く
座
右
に
置
き
、
い
 

つ
ま
で
も
参
照
す
べ
き
も
の
で
 

あ
ろ
う
。
 

方
城
町
史
資
料
集
の
刊
行
を
、
 

よ
ろ
こ
ぶ
と
と
も
に
、
町
民
各
 

位
、
き
ら
に
広
く
好
学
の
士
に
 

お
す
す
め
し
た
い
と
思
う
。
 

《
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F
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ひ
 
る
 
ま
 
の
 

災

害

防

止

 

＼

、

、

r

ー
 

ー

、

 

町

職

員

 

消
防
団
員
に
任
命
 

ご
存
知
の
よ
う
に
、
台
風
、
 

地
震
な
ど
の
自
然
災
害
は
も
と
 

よ
り
、
火
災
、
交
通
機
関
の
事
 

故
に
よ
り
、
毎
年
莫
大
な
被
害
 

を
こ
う
む
っ
て
お
り
ま
す
。
 

社
会
生
活
の
高
度
化
、
目
ぎ
 

ま
し
い
技
術
革
新
に
対
応
し
て
 

、
災
害
の
様
相
が
多
様
化
、
大
 

規
模
化
し
て
お
り
、
防
災
行
政
 

に
課
せ
ら
れ
る
任
務
は
、
ま
す
 

ま
す
重
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

最
近
方
城
町
も
町
づ
く
り
に
 

工
場
誘
致
、
住
宅
建
設
お
よ
び
 

道
路
整
備
と
積
極
的
な
姿
勢
に
 

転
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
並
行
し
 

て
田
川
ー
直
方
バ
イ
パ
ス
が
完
 

成
し
ま
す
と
交
通
機
関
等
に
よ
 

る
災
害
は
も
と
よ
り
建
築
物
の
 

災
害
多
発
化
が
予
想
さ
れ
ま
す
 

現
在
非
常
勤
消
防
団
の
定
員
 

は
、
九
十
五
人
の
内
、
町
外
に
 

仕
事
を
求
め
る
消
防
団
員
が
大
 

半
で
あ
り
、
昼
間
に
お
け
る
災
 

害
に
対
し
て
は
か
な
り
勢
力
を
 

削
が
れ
る
わ
け
で
す
。
 

そ
の
代
り
に
職
員
一
同
が
『
町
 

民
の
た
め
の
奉
仕
』
に
た
ち
、
 

六
月
七
日
役
場
職
員
二
十
二
人
 

が
消
防
団
長
か
ら
任
命
さ
れ
、
 

訓
練
礼
式
、
消
防
戦
術
の
訓
練
 

を
受
け
ま
し
た
。
今
後
は
現
消
 

防
団
員
の
指
導
の
も
と
に
役
場
 

に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
購
入
 

し
、
消
防
活
動
に
つ
く
す
こ
と
 

に
な
り
ま
し
た
。
町
民
皆
き
ま
 

の
ご
声
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

令
 

◆
 

◆
 

保険金- 300万円引上記念 

特別増強運動実施中ノ 
皆さんの強いc要望にこたえて郵政省では最高額を 

300 万円に引き上げました 

これを記念して ただ今特別増強運動を実施中です 

詳しいことは郵便局から伺いますのでおたずねください 
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「III 

明

る

く

正

し

 い
 

選

挙

推

進

協

議

会

 

発
 
足
 

昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
付
 

で
方
城
町
明
る
く
正
し
い
選
挙
 

推
進
協
議
会
が
発
足
し
次
の
方
 

を
方
城
町
選
挙
管
理
委
員
会
よ
 

り
委
員
に
委
嘱
し
ま
し
た
。
 

桑
野
実
生
、
大
場
達
城
、
田
 

中
ハ
ル
ェ
、
永
末
義
雄
，
白
石
 

鎮
男
、
富
田
徳
太
郎
、
伸
村
司
 

香
月
友
直
、
堺
秀
夫
、
富
永
 

武
元
、
葛
原
初
子
、
田
沖
イ
ワ
 

子
、
香
月
セ
ッ
、
木
戸
則
子
 

（
順
不
同
）
 

あ

な

た

の

町

民

相

談

室
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二
ニ
ニ
ニ
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一
 

気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
 

◇
 
ゴ
ミ
か
ら
身
の
上
ま
で
、
 

し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
町
 

町
民
皆
さ
ん
の
困
っ
て
お
ら
ー
れ
 
長
室
直
通
の
相
談
室
が
誕
生
し
 

る
問
題
の
相
談
役
と
し
て
本
年
 
た
も
の
で
す
。
 

四
月
か
ら
開
設
し
て
い
ま
す
。
 

住
み
よ
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
 

三
カ
月
で
三
十
件
も
の
相
談
 
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
み
な
 

を
受
け
付
け
、
係
で
は
多
忙
を
 
さ
ん
方
の
手
近
か
に
転
っ
て
い
 

喜
ん
で
い
ま
す
。
 

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
 

◇
 

こ
の
町
民
相
談
室
は
、
総
 

「
町
役
場
へ
の
相
談
の
ほ
か
、
 

務
課
の
係
と
し
て
設
置
さ
れ
て
 
県
、
国
の
し
ご
と
へ
の
苦
情
や
 

い
ま
し
た
が
、
明
る
い
豊
か
な
 
要
望
も
受
付
け
て
い
ま
す
。
 

緑
の
町
政
ガ
を
進
め
る
た
め
に
 

こ
れ
ら
を
解
決
し
て
い
く
窓
 

も
、
中
島
町
長
ガ
に
町
民
皆
さ
 
口
と
し
て
「
あ
な
た
の
相
談
室
 

ん
の
声
が
す
ぐ
届
く
方
が
好
ま
一
」
を
気
が
る
に
ご
利
用
下
さ
い
 



⑩
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第65号 昭和47年7月10日 

あ

す

 へ 
の
『
町
章
』
 

方
城
町
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
募
集
 

石
炭
の
町
で
栄
え
、
三
菱
方
 

城
炭
坑
が
閉
山
し
て
十
余
年
に
 

な
り
町
の
ガ
ビ
ラ
ミ
ッ
ト
ク
で
 

あ
る
ボ
タ
山
も
姿
を
消
し
て
、
 

こ
れ
に
か
わ
る
日
立
マ
ク
セ
ル
 

町
民
セ
ン
タ
ー
、
団
地
造
成
が
 

な
さ
れ
、
ガ
黒
ダ
イ
ヤ
刀
【
か
ら
 
募
集
し
ま
す
。
 

脱
皮
し
て
緑
の
 
町
づ
く
り
に
 

つ
と
め
て
い
ま
す
。
 
こ
の
観
点
 

か
ら
町
民
皆
さ
ま
の
グ
町
章
ク
 

を
、
あ
な
た
と
わ
た
し
の
手
で
 

次
の
よ
う
に
ガ
町
章
図
案
ク
を
 

一
 

、
 

一
 
一
 
、
 

三、 
四、 

を
や
め
な
か
つ
た
場
合
農
業
者
 

老
齢
年
金
だ
け
し
か
も
ら
え
な
 

い
が
、
こ
の
場
合
に
は
損
に
な
 

ら
な
い
で
し
よ
う
か
。
 

農
業
を
や
め
な
い
場
合
に
は
 

農
業
を
や
め
た
場
合
に
比
べ
て
 

支
給
額
は
低
く
な
り
ま
す
が
 

老
齢
年
金
だ
け
で
も
例
え
ば
 73 

才
ま
で
受
給
し
た
場
合
に
は
納
 

図
案
の
大
き
さ
自
由
 

め
た
保
険
料
の
額
の
二
倍
以
上
 

締
切
 47 

年
7
月
 20 

日
 

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
 

提
出
場
所
 
総
務
課
 

ま
す
o
 

入
選
作
品
記
念
品
贈
呈
 
●
経
営
を
譲
り
た
く
て
も
息
子
 

，

三
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あ
な
た
の
農
業
者
年
金
 

五

〇

ア

 ー
 
ル

以

上

 の

農

業

主

 

こ
の
農
業
者
年
金
は
、
全
国
 

の
農
業
者
の
長
年
の
熱
望
に
よ
 

っ
て
で
き
あ
が
っ
た
制
度
で
、
 

農
業
者
の
か
た
が
た
の
老
後
の
 

福
祉
の
向
上
と
農
業
の
近
代
化
 

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
 

豊
か
な
老
後
と
明
る
い
農
村
 

を
目
指
し
て
昭
和
 46 

年
1
月
か
 

ら
農
業
者
年
金
基
金
は
業
務
を
 

●
そ
の
ほ
か
ど
ん
な
人
が
加
入
 

で
き
ま
す
か
。
 

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
 

55 

才
未
満
の
人
で
、
次
の
ア
、
 

ィ
、
ウ
に
該
当
す
る
人
は
希
望
 

に
よ
っ
て
加
入
で
き
ま
す
。
 

ァ
 
30 

ア
ー
ル
以
上
加
未
満
の
 

農
業
経
営
者
。
 

イ
 
農
業
生
産
法
人
の
営
む
農
 

開
始
し
て
お
り
ま
す
。
 

業
に
常
時
従
事
し
て
い
る
構
 

あ
な
た
も
早
く
農
業
協
同
組
 

成
員
 

合
へ
加
入
申
し
込
み
を
し
て
く
 
ウ
 
加
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
 

だ
さ
い
。
 

営
者
の
後
つ
ぎ
 

●
ど
ん
な
人
が
加
入
し
な
け
れ
 
●
保
険
料
は
い
く
ら
で
す
か
。
 

ば
な
り
ま
せ
ん
か
。
 

月
額
七
五
〇
円
で
三
カ
月
ご
 

駒
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
 
と
に
ま
と
め
て
納
め
て
い
た
だ
 

て
農
業
を
や
め
た
場
合
に
、
 
60 

才
か
ら
 65 

才
に
な
る
ま
で
経
営
 

後
譲
年
金
、
ま
た
農
業
を
や
め
 

て
も
や
め
な
く
て
も
 65 

才
か
ら
 

は
農
業
者
老
令
年
金
が
右
の
図
 

表
の
と
お
り
も
ら
え
ま
す
。
 

（
右
図
の
よ
う
に
掛
金
に
比
べ
 

て
数
倍
の
年
金
が
も
ら
え
る
の
 

は
納
め
た
保
険
料
の
約
 40 

％
の
 

国
庫
補
助
が
あ
る
か
ら
で
す
）
 

●
物
価
や
所
得
の
上
昇
の
激
し
 

い
時
代
に
年
金
に
加
入
す
る
と
 

損
を
し
ま
せ
ん
か
。
 

年
金
の
給
付
額
は
、
将
来
物
 

価
や
所
得
が
大
巾
に
あ
が
っ
て
 

実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
た
場
合
 

主
で
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
 
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

な
ど
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
改
 

い
る
（
大
正
5

年
1
月
2

日
以
 
●
年
金
は
い
つ
か
ら
ど
れ
だ
け
 
定
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
 

後
生
れ
た
人
）
は
す
べ
て
加
入
 
も
ら
え
ま
す
か
。
 

す。 

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

農
業
経
営
を
後
つ
ぎ
に
譲
っ
 
●
農
業
者
年
金
は
、
農
業
経
営
 

達
は
農
業
を
継
ご
う
と
し
な
い
 

農
地
を
譲
り
渡
す
相
手
方
も
い
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
経
 

営
移
議
年
金
を
も
ら
え
な
く
な
 

る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
 

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
基
金
に
 

申
し
出
れ
ば
、
そ
の
土
地
が
 

農
地
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
 

な
ら
基
金
が
買
い
取
る
こ
と
に
 

な
っ
て
い
ま
す
。
 

●
農
業
者
年
金
の
保
険
料
は
ど
 

の
よ
う
に
運
用
さ
れ
ま
す
か
。
 

保
険
料
は
、
年
金
の
支
給
の
 

た
め
の
財
源
と
し
て
国
の
補
助
 

金
と
合
わ
せ
て
積
み
立
て
ら
れ
 

ま
す
が
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
 

は
、
例
え
ば
離
農
す
る
人
の
農
 

地
を
買
う
た
め
の
長
期
低
利
の
 

貸
付
、
加
入
者
の
た
め
の
福
祉
 

施
設
な
ど
皆
さ
ん
の
お
役
に
立
 

つ
よ
う
で
き
る
だ
け
皆
さ
ん
が
 

た
の
意
見
に
そ
っ
て
運
用
す
る
 

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

山《 

必
 
必
 
＊
 

納付した保険料と支給額の比較 （単位万円） 

0 50 100 150 

1 
4,5万円 

麟 レ::::J 7,2EP1///'/' 9?護響「薫
9,0万円 

灘凱/////////撚1 万円1 
13 ,5万円 

機鷺mmm易麗万円ォ
18,0万円

議gレ勿ク彪.:J 38,4 加 

給付の月額表
額
 

月
 

の
 

付
 

給
 

30年5年 20年 25年 
加入期間 

給付の種類 

24 ・000 [1J~ 20,000円 16,000円 8,0加円 経営移譲を要件 
とする給付 A 

60-.-64才 
の給付 

6

5

才 以 降 の 給 付 

経営移譲（65才まで）を 

要件とする給付 B 
800円 L600円 2,000円 乙400円 

経営移譲の有無にかかわ 

らず行なう給付 C 
1,0叩円 4,000円 &000円 6,000円 

国民年金所得比例給付D 900円 3,600円 4,500円 5,4加円 

国民年金定額給付 ※E a000円 町600円 11,200円 12,800円 

計 B +C 十D+E 

( ） 内はC +D +E 

8,700円 

C 7,900) 

18,800円 

(17,200) 

22,700円 

(20,700) 

26,600円 

(24,200) 

（注） ( ）内は経営移譲しなかった人 

※ 国民年金定額給付は、36年発足のため、加入期間に10年分を 

加えて計算されている。定額分は、25年拠出（最低資格期間） 

で 月額 8,000円 30年で 9,600円 35年で 11,2叩円 

40年で 12,800円 となる。 

〔算式〕 （納付月数×320円）二＝給付年額 

例 凡
 

60才までの納付額 

60才から終身までの支給額 

経営移譲しない場合に65才から 

終身までの支給額 


