
子ども神輿（都加賀八幡宮）
まちの話題・お知らせなどなど

1111
先人が歩んだ歴史遺産
まちの話題・お知らせなど

11
先人が歩んだ歴史遺産



　
赤
名
の
町
は
、１
６
０
０
年
頃

に
そ
れ
ま
で
下
赤
名
古
市
に
あ

っ
た
町
並
み
を
、現
在
の
連
坦
地

が
あ
る
瀬
戸
山
城
の
麓
に
移
転

し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い

ま
す
。以
降
、石
見
国
・
備
後
国
に

隣
接
し
、宍
道
尾
道
街
道
、銀
山

街
道
、出
羽
街
道
な
ど
が
合
流
す

る「
交
通
の
要
衝
」と
し
て
宿
場

町
が
形
成
さ
れ
、発
展
し
ま
し
た
。�

�

石
見
銀
山
で
採
掘
さ
れ
た
銀
は
、

３
泊
４
日
の
行
程
で
尾
道
ま
で

運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。大
森
を
出

発
し
た
銀
荷
継
の
一
行
は
、九
日

市
で
１
泊
し
た
後
、次
の
日
に
は

赤
名
へ
到
着
し
、銀
を
新
し
い
馬

に
付
け
替
え
て
い
ま
し
た
。�

�

銀
の
付
け
替
え
は「
赤
名
川
原
」

と
い
う
場
所
で
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。赤
名
川
原
は
、現
在
の
赤

名
連
坦
地
の
中
心
か
ら
、そ
の
西

側
を
流
れ
る
神
戸
川
を
渡
っ
た

と
こ
ろ（
憩
い
の
郷
衣
掛
付
近
）

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。�

�

赤
名
川
原
で
新
し
い
馬
に
付

け
替
え
ら
れ
た
銀
は
、三
次
宿
ま

で
赤
名
宿
と
助
郷
役
の
奥
飯
石

の
人
々
に
よ
っ
て
運
搬
さ
れ
ま

し
た
。�

　
石
見
銀
山
で
産
出
し
、精
錬
さ

れ
た
銀
は
十
貫
目（
約
40
㎏
）入

り
の
木
箱
に
収
め
ら
れ
、２
箱
ず

つ
馬
に
負
わ
せ
、銀
山
街
道
を
通

っ
て
尾
道
ま
で
運
ば
れ
ま
し
た
。�

�

江
戸
時
代
に
は
街
道
沿
い
に

宿
場
が
置
か
れ
、徳
川
幕
府
公
用

の
荷
物
を
次
の
宿
場
ま
で
送
り

届
け
る
役
目
が
あ
り
ま
し
た
。ま

た
、そ
の
宿
場
の
近
郷
の
村
々
に

は
、こ
れ
を
補
助
す
る
た
め
に
無

償
で
労
働
力
や
牛
馬
を
提
供
す

る「
助
郷
」と
い
う
役
目
が
課
せ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。�

�

銀
山
街
道
沿
い
の
宿
場
や
村

人
も
、こ
の
役
目
に
従
い
銀
山
の

銀
を
尾
道
ま
で
、次
々
に
荷
継
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。銀
を
荷
継
す
る
の
に
一

つ
の
宿
場
が
用
意
し
た
馬
が
２

５
０
頭
、人
夫
が
４
０
０
人
と
い

う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。人
馬

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

助
郷
の
村
々
は
、耕
作
も
ま
ま
な

ら
ず
経
済
的
に
苦
境
に
陥
る
な
ど
、

大
変
な
負
担
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。�

�

ま
た
、大
森
か
ら
粕
淵
に
抜
け

る「
や
な
し
お
道
」や
広
島
県
境

の
赤
名
峠
は
、街
道
の
難
所
中
の

難
所
と
い
わ
れ
、助
郷
の
村
人
を

苦
し
め
た
よ
う
で
す
。�

　
石
見
銀
山
は
、「
銀
山
旧
記
」

に
よ
る
と
１
５
２
６
年
に
博
多

の
豪
商
神
屋
寿
禎
に
よ
っ
て
、

本
格
的
に
開
発
が
始
め
ら
れ
た

と
さ
れ
る
鉱
山
で
す
。
そ
の
後
、

大
正
時
代
に
閉
山
す
る
ま
で
の

お
よ
そ
４
０
０
年
間
に
わ
た
っ

て
採
掘
さ
れ
、
大
内
氏
・
尼
子
氏
・

毛
利
氏
な
ど
の
戦
国
大
名
や
、

徳
川
幕
府
の
重
要
な
財
源
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。�

�

石
見
銀
山
の
名
は
海
外
の
古

文
書
や
古
地
図
に
も
登
場
し
て

お
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
を
交
易
で
結
ぶ
役
割

の
一
端
を
担
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
17
世
紀
に
は
、

世
界
の
銀
の
産
出
量
の
３
分
の

１
を
日
本
が
占
め
て
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
石
見
銀
山
が
産
出
し
て

い
た
よ
う
で
す
。�

　
来
年
の
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
石
見
銀
山
遺
跡
。
そ
こ
で
は
今
、�

実
現
に
向
け
て
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

�
飯
南
町
赤
名
地
区
に
残
る
「
銀
山
街
道
」
は
、
今
回
の
世
界
遺
産�

登
録
と
は
直
接
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
歴
史
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
銀
山
と
の
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
地
域
の
遺
産
と
し
て
大
切
に

残
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
先
人
が
歩
ん
だ
、
銀
山
街
道
の
歴
史
を
…�

銀
山
街
道�
銀
山
街
道�

先
人
が
歩
ん
だ
歴
史
遺
産�

先
人
が
歩
ん
だ
歴
史
遺
産�

石
見
銀
山�

世
界
に
誇
る
鉱
山
跡�

銀
の
荷
継�

街
道
の
難
所「
赤
名
峠
」�

過
酷
な
重
労
働�

宿
場
町「
赤
名
宿
」�

銀
山
街
道
の
整
備�

大
森
か
ら
尾
道
へ�

　
赤
名
峠
は
、銀
山
街
道
の
中
で

最
も
標
高
の
高
い
位
置
に
あ
り

ま
す
。石
見
銀
山
か
ら
尾
道
ま
で

の
銀
荷
継
は
、農
閑
期
で
あ
る
冬

季
に
行
わ
れ
た
た
め
、赤
名
峠
を

通
過
す
る
頃
に
は
積
雪
も
多
く
、

険
し
い
峠
道
は
運
搬
に
借
り
出

さ
れ
た
村
人（
助
郷
）を
苦
め
ま

し
た
。�

�

１
８
１
１
年
に
、大
森
代
官
所

へ
助
郷
の
軽
減
を
求
め
て
出
さ

れ
た
訴
状
が
、今
も
残
っ
て
い
ま

す
。そ
れ
に
は
、赤
名
峠
を
越
え

る
荷
継
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、

雪
の
中
を
大
変
な
苦
労
を
し
て

三
次
ま
で
銀
を
運
ん
だ
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。�

�

世
界
の
銀
産
出
量
の
３
分
の

１
を
占
め
た
と
い
わ
れ
る
石
見

銀
で
す
が
、歴
史
の
表
舞
台
の
陰

に
は
、多
く
の
人
々
の
苦
労
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
。�

　
神
屋
寿
禎
に
よ
る
開
発
が
始

ま
っ
て
の
ち
、当
初
、石
見
銀
山

か
ら
産
出
さ
れ
た
銀
は
、鉱
石
の

ま
ま
日
本
海
の
銀
の
積
み
出
し

港
で
あ
っ
た
鞆
ケ
浦（
仁
摩
町
）

や
古
龍（
温
泉
津
町
）か
ら
、博
多

な
ど
へ
船
で
送
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。�

�

戦
国
時
代
、銀
山
が
毛
利
氏
の

支
配
下
に
入
る
と
、毛
利
元
就
は

温
泉
津
を
拠
点
に
、銀
山
開
発
を

行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。温
泉

津
は
銀
の
積
出
港
と
な
る
と
と

も
に
、銀
山
へ
物
資
を
供
給
す
る

基
地
と
も
な
り
ま
し
た
。こ
う
し

て
温
泉
津
か
ら
銀
山
ま
で
の
間
に
、

銀
と
鉱
山
開
発
を
支
え
る
物
資

の
行
き
交
う
道
が
開
拓
・
整
備
さ

れ
ま
し
た
。現
在
、私
た
ち
が
銀

山
街
道
と
呼
ぶ
道
の
最
初
の
も

の
で
す
。�

�

１
６
０
０
年
に
関
ヶ
原
の
戦

い
が
終
わ
る
と
、銀
山
は
直
ち
に

徳
川
幕
府
の
支
配
下
に
入
れ
ら
れ
、

積
極
的
な
開
発
が
進
め
ら
れ
て
多

く
の
銀
が
産
出
さ
れ
ま
し
た
。以
後
、

銀
山
経
営
の
掌
握
と
い
う
目
的
を

達
す
る
た
め
、銀
の
輸
送
は
海
上

輸
送
か
ら
、天
候
に
左
右
さ
れ
ず

比
較
的
安
全
な
陸
路
輸
送
に
切
り

替
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。�

�

こ
う
し
て
新
た
に
、石
見
銀
山

か
ら
備
後
国（
広
島
県
尾
道
市
）
ま
で

の
街
道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。大

森
か
ら
粕
淵
、九
日
市
、酒
谷
、赤

名
を
へ
て
尾
道
へ
の
街
道
は
、江

戸
時
代
を
通
じ
て
銀
の
輸
送
路
と

な
り
、「
銀
山
街
道
」と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

御取納丁銀�
（島根県教育委員会所蔵）�

宿場だった赤名の町�

道行く人々を見守る野仏�
（下赤名古市）�

一里塚へ向う道（下赤名石次）�

龍源寺間歩内部�
（提供：島根県教育委員会）�



　
古
市
ま
で
の
街
道
は
、付
近
に
民
家

や
お
野
仏
さ
ん
が
残
っ
て
お
り
、銀
山

街
道
を
人
々
が
行
き
交
っ
た
時
代
を

し
の
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。�

　
江
戸
時
代
の
銀
山
街
道
と
宍
道
・

尾
道
街
道
が
接
し
て
い
た
赤
名
宿

に
は
、石
見
銀
山
へ
の
道
し
る
べ

が
残
っ
て
お
り
「
左
は
酒
谷
・
大

田
・
大
森
五
百
羅
漢
」「
右
は
頓
原
・

松
江
・
大
社
・
一
畑
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。�

　
こ
の
一
里
塚
は「
瀬
戸
の
一
里
塚
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。松
江
城
と

広
島
城
の
中
間
地
点
に
位
置
し
て

い
る
と
言
わ
れ
、街
道
を
旅
す
る
人
々

の
目
印
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。�

　
赤
名
の
町
は
、古
市
に
あ
っ
た

市
街
地
が
火
災
に
よ
り
全
焼
し
た

た
め
、現
在
の
場
所
に
移
転
し
た

も
の
で
す
。�

　
今
の
町
並
み
は
火
災
の
延
焼
を

防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
階

段
状
」
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
銀
山
街
道
で
最
も
標
高
の
高
い

難
所
「
赤
名
峠
」
は
、銀
を
運
ぶ

村
人
を
苦
し
め
た
険
し
い
峠
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
銀
の
荷
継
の
一
行
が
通
っ
た
峠

へ
の
道
は
、赤
名
ト
ン
ネ
ル
入
口

の
少
し
手
前
の
山
道
に
痕
跡
が
残

っ
て
い
ま
す
。�

　
ア
ク
ト
３
赤
名
は
、銀
山
街

道
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
、赤
名
地
区
の
住
民

に
よ
り
結
成
さ
れ
た
団
体
で
す
。�

　
今
回
は
、同
団
体
の
結
成
に

携
わ
ら
れ
た
安
原
征
治
赤
名

公
民
館
長
に
お
話
を
う
か
が

い
ま
し
た
。�

　
11
月
４
日（
土
）、赤
名
農
村
環

境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、第

１
回
銀
山
街
道
の
案
内
人
養
成
講

座
が
開
催
さ
れ
、約
30
人
が
集
ま

り
ま
し
た
。�

�

こ
の
日
は
、石
見
銀
山
資
料
館

学
芸
員
の
仲
野
義
文
さ
ん
か
ら
、

石
見
銀
山
と
銀
山
街
道
に
ま
つ
わ

る
歴
史
や
文
化
の
紹
介
が
あ
り
ま

し
た
。�

�

お
話
の
中
で
仲
野
さ
ん
は「
銀

山
街
道
は
、江
戸
時
代
に
銀
を
運

ん
だ
重
要
な
道
で
し
た
。街
道
沿

い
か
ら
は
、宿
場
町
の
面
影
を
残

す
町
並
み
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し

て
い
ま
す
が
、赤
名
の
町
は
当
時

の
様
子
を
と
ど
め
て
お
り
、大
変

貴
重
で
す
。銀
を
輸
送
す
る
様
子

を
再
現
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、宿

場
町
と
し
て
の
『
ま
ち
お
こ
し
』

も
面
白
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」と
話
さ
れ
、今
後
の
取
り
組
み

へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
さ
れ
て
い
ま

し
た
。�

赤
名
公
民
館
長
　
安
原
征
治
さ
ん�

―
ま
ず
、ア
ク
ト
３
赤
名
結
成
の

い
き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。�

　
銀
山
街
道
は
、赤
名
地
区
を
南

北
に
約
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

っ
て
縦
貫
し
て
い
ま
す
。私
た
ち

の
日
常
生
活
に
も
な
じ
み
が
あ
り
、

こ
の
地
域
の
文
化
を
築
い
た「
歴

史
的
遺
産
」で
も
あ
り
ま
す
。�

　
以
前
か
ら「
街
道
を
こ
の
ま
ま

に
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
」と

い
う
住
民
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、「
飯
南
町
住

民
提
案
型
事
業
」
の
話

が
き
っ
か
け
と
な
り
、

ア
ク
ト
３
赤
名
が
結
成

さ
れ
た
の
で
す
。�

―
ア
ク
ト
３
赤
名
と
は
？�

　
こ
の
組
織
は
、銀
山
街
道
を
生

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、「
住

民
主
体
の
ま
ち
お
こ
し
」を
始
め

よ
う
と
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。�

　
ア
ク
ト
３
赤
名
の「
３
」は
、上

赤
名
・
赤
名
・
下
赤
名
の
３
地
区
を

表
し
て
い
ま
す
。�

―
今
年
度
の
具
体
的
な
取
り
組
み

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。�

　
地
域
か
ら
参
加
者
を
募
っ
て「
銀

山
街
道
の
案
内
人
養
成
講
座
」を

開
催
し
、銀
山
街
道
を
多
く
の
方

に
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、地

域
住
民
が
案
内
人
に
な
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。�

　
ま
た
、「
銀
山
街
道
ゆ
か
り
の
味

再
現
教
室
」も
予
定
し
て
お
り
、地

域
間
の
交
流
促
進
と
活
性
化
を
図

り
ま
す
。私
も
ど
の
よ
う
な
食
事

に
な
る
の
か
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。�

―
将
来
的
な
目
標
み
た
い
な
も
の

は
あ
り
ま
す
か
。�

　
町
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る「
森

林
セ
ラ
ピ
ー
」コ
ー
ス
と
併
せ
た

滞
在
型
観
光
ル
ー
ト
を
目
指
し
た

い
で
す
。�

　
ま
た
、石
見
銀
山
だ
け
で
な
く
、

そ
の
歴
史
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
の「
銀
山
街
道
」を
、多
く
の

方
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。�

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

�

　
飯
南
町
内
の
銀
山
街
道
に
は
、

銀
を
運
ん
だ
人
々
が
目
に
し
た
道

や
風
景
が
、数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
。世
界
遺
産
登
録
を
め
ざ
す

石
見
銀
山
遺
跡
と
同
様
に
貴
重
で

あ
り
、大
切
に
し
て
い
く
べ
き
歴

史
遺
産
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。�

�

そ
し
て
、そ
れ
を
う
ま
く
保
護
・

活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
流
や

学
習
の
場
と
な
り
、今
後
の
地
域

活
性
化
に
つ
な
が
る
起
爆
剤
と
な

り
そ
う
で
す
。�

　
中
世
の
赤
名
市
街
地
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
古
市
に
は
、か
つ
て
の
家
並
み

を
想
像
さ
せ
る
平
坦
地
が
続
い
て
い

ま
す
。�

「飯南町ホームページ・歴史と文化（URL http://www.iinan.jp）」には、「赤名宿散歩マップ」もあります。�

飯南編�

赤
名
地
区
に
は
、銀
山
街
道
の
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
、今
も
残
っ
て
い
ま
す
。�

こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
、銀
山
街
道
に
関
連
す
る
場
所
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、皆
さ

ん
も
一
度
、銀
山
街
道
を
歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。�

下
赤
名
の
街
道�

古
　
市�

銀
山
街
道
の�

道
し
る
べ�

赤
名
宿
の
町
並
み�

赤
名
峠�

上
赤
名
の
一
里
塚
跡�

銀
山
街
道
を
生
か
し
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ま
ち
づ
く
り
を
提
案

銀
山
街
道
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
提
案

銀
山
街
道
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
提
案

銀
山
街
道
の
案
内
人
養
成
講
座

銀
山
街
道
の
案
内
人
養
成
講
座

ア
ク
ト
３
赤
名
の
取
り
組
み�

地
域
の
住
民
が
主
役
で
す�

お
わ
り
に�

銀
山
街
道

銀山街道マップ�銀山街道マップ�

三次市�
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飯南町�
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ト
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ネ
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10月から月から 11月にかけて、月にかけて、飯南飯南
町では各神社の例大祭をはじめ、町では各神社の例大祭をはじめ、
様々なイベントが催されます。様々なイベントが催されます。�
どの会場にも多くの方が訪れ、どの会場にも多くの方が訪れ、
秋の味覚や催し物を楽しまれて秋の味覚や催し物を楽しまれて
いました。いました。�

　
頓
原
地
区
の
文
化
グ
ル
ー
プ

の
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
、ト
ー
ル

ペ
イ
ン
ト
な
ど
の
体
験
コ
ー
ナ

ー
が
人
気
で
し
た
。�

　
小
学
校
児
童
に
よ
る
ダ
ン
ス

や
楽
器
の
演
奏
も
あ
り
、保
護

者
の
方
が
カ
メ
ラ
や
ビ
デ
オ
で

一
生
懸
命
に
撮
影
す
る
姿
が
印

象
的
で
し
た
。�

　
来
島
公
民
館
主
催
に
よ
る
こ

の
文
化
祭
は
、今
年
で
26
回
目

で
す
。�

　
こ
の
日
の
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
に
は
17
団
体
が
参
加
し
、楽

器
演
奏
や
合
唱
な
ど
、様
々
な

音
楽
を
披
露
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

会
場
は
、来
場
者
が
入
り
き
れ

な
い
ほ
ど
の
大
盛
況
で
し
た
。�

　
こ
の
ま
つ
り
は
谷
自

治
振
興
会
が
毎
年
開
催
さ

れ
て
お
り
、シ
ン
ボ
ル
テ
ー
マ

「
四
季
折
々
の
渓
谷
に
神
楽
舞

う
里
」の
と
お
り
、館
内
で
地
元

神
楽
団
が
舞
う
迫
力
の
あ
る
イ

ベ
ン
ト
で
し
た
。�

　
こ
の
日
は
、広
島
赤
来
会
も

会
場
を
訪
れ
、親
睦
を
深
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。�

飯南神楽同好会の皆さんの勇壮な舞い�
爽やかな  風の中での肥料播き�

花
栗
振
興
会
が

　
　
日
本
公
衆
衛
生
協
会
会
長
表
彰
を
受
賞

15
年
間
の
健
康
づ
く
り
活
動
が
実
る�

10
22

赤名自治振興会が公園に植樹
住民が集う憩いの場を目指して�

教
育
功
労
者
表
彰
に

森
山
嘉
道
さ
ん

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す�

　「
平
成
18
年
度
教
育
功
労
者
表

彰（
島
根
県
教
育
委
員
会
表
彰
）」を
受
賞

さ
れ
た
森
山
嘉
道
さ
ん（
頓
原
・
上
区
）

は
、昭
和
35
年
に
中
学
校
教
諭
と

し
て
着
任
、以
後
小
学
校
教
頭
職
、

中
学
校
校
長
職
を
経
て
、平
成
８

年
に
旧
頓
原
町
教
育
委
員
へ
就
任

さ
れ
ま
し
た
。�

�

森
山
さ
ん
は
約
48
年
間
、教
育

現
場
の
中
で
、児
童
生
徒
の
学
力

向
上
に
貢
献
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

同
和
教
育
や
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
に
も
、積
極
的
に
取
り
組
ま

れ
ま
し
た
。�

島
根
県
秋
の
和
牛
共
進
会

島
根
県
秋
の
和
牛
共
進
会

島
根
県
秋
の
和
牛
共
進
会

町
の
代
表
牛
が
大
健
闘�

島
根
県
種
畜
共
進
会�

11
10

10
29

11
11いたっボールで遊ぼう！

伊丹市生まれのスポーツが子ども達に大人気�

島
根
県�

 

中
央
子
牛
共
進
会�

　イベン
ト満載！　イベン
ト満載！

頓原公民館まつり
飯南町保健福祉センター�10

29

紅葉祭
うぐいす茶屋周辺�

来島文化祭
来島基幹集落センター�

10
29

第26回�

第２回�

谷体育館� 11
5

11
4

谷ふれあいまつり

　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、志

津
見
振
興
組
合
が
主
催

さ
れ
て
お
り
、「
秋
の
味

覚
を
楽
し
み
な
が
ら
、訪

れ
た
方
自
身
が
植
え
た

モ
ミ
ジ
の
成
長
を
楽
し

ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う

思
い
で
始
め
ら
れ
ま
し
た
。�

　
参
加
者
は
、小
さ
な
苗
木
が
将
来
「
彩

り
の
森
」
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、丁
寧

に
肥
料
を
与
え
て
い
ま
し
た
。�

　
赤
名
観
光
ぼ
た
ん
園

横
は
、今
年
度
の
完
成

を
目
指
し
て
公
園
整
備

を
行
っ
て
い
ま
す
。赤

名
自
治
振
興
会
で
は
、

こ
の
公
園
や
近
く
を
流

れ
る
神
戸
川
の
環
境
美

化
に
取
り
組
も
う
と
、様
々

な
活
動
を
さ
れ
て
い
ま

す
。�

�

こ
の
日
は
地
域
の
皆
さ
ん
が
集

ま
り
、公
園
と
川
の
間
を
横
切
る

歩
道
に
、桜
や
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
を
植

樹
さ
れ
ま
し
た
。�

�

将
来
は
、花
や
樹
木
に
囲
ま
れ

な
が
ら
水
辺
を
散
策
す
る「
憩
い

の
場
所
」と
な
り
そ
う
で
す
。�

　
花
栗
振
興
会
は
、平
成
２
年
か

ら
地
区
内
で
積
極
的
な
健
康
づ
く

り
に
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、内
部

組
織
で
あ
る
「
花
栗
健
康
づ
く
り

の
会
」
の
活
動
が
、振
興
会
の
基

盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

振
興
会
の
15
年
に
わ
た
る
活
動

は
、世
代
間
の
交
流
や
独
自

の
ミ
ニ
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
に

発
展
し
、
町
の
保
健
福

祉
の
向
上
に
も
大
き
く

貢
献
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
精
力
的
な
活
動
が
評

価
さ
れ
ま
し
た
。�

　
島
根
中
央
家
畜
市
場
で
開
催
さ
れ
た

　
島
根
中
央
家
畜
市
場
で
開
催
さ
れ
た
「
種
畜
共
進
会
」
「
中
央
子
牛
共

「
種
畜
共
進
会
」
「
中
央
子
牛
共

進
会
」
に

進
会
」
に
、飯
南
町
内
か
ら
選
ば
れ
た
和
牛
が
出
品
さ
れ
ま
し
た
。

飯
南
町
内
か
ら
選
ば
れ
た
和
牛
が
出
品
さ
れ
ま
し
た
。�

�

上
位
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

上
位
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

����������������

　「
い
た
っ
ボ
ー
ル
」
は
、姉
妹
都

市
で
あ
る
伊
丹
市
で
生
ま
れ
、言

葉
で
表
現
す
る
と
「
室
内
用
雪
合

戦
」
の
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。�

　「
伊
丹
体
験
ツ
ア
ー
」
に
参
加

し
た
町
の
子
ど
も
達
が
、伊
丹
市

の
子
ど
も
達
と
の
交
流
会
で
行
い
、

「
飯
南
町
で
も
や
り
た
い
」
と
い

う
こ
と
で
、姉
妹
都
市
協
会
よ
り

用
具
を
寄
贈
い
た
だ
き
、講
習
会

を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

�

頓
原
小
学
校
ア
リ
ー
ナ
に
集
ま

っ
た
町
内
の
小
学
校
４
・
５
年
生

42
人
は
、伊
丹
市
体
育
指
導
委
員

会
に
遊
び
方
を
教
わ
り
な
が
ら
、「
い

た
っ
ボ
ー
ル
」
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。�

◇
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種
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奥
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ふ
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さ
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６
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等
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る
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三
原
久
男
さ
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長
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１
等
賞
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ふ
く
し
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た
け
号�

�

　
景
山
道
善
さ
ん（
花
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２
等
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ふ
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や
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塚
寛
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さ
ん（
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部
位
賞（
腿
の
部
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て
る
み
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�

　
三
原
久
男
さ
ん（
長
谷
）�

　
島
根
中
央
家
畜
市
場
で
開
催
さ
れ
た
「
種
畜
共
進
会
」
「
中
央
子
牛
共

進
会
」
に
、飯
南
町
内
か
ら
選
ば
れ
た
和
牛
が
出
品
さ
れ
ま
し
た
。�

�

上
位
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

10月から 11月にかけて、飯南
町では各神社の例大祭をはじめ、
様々なイベントが催されます。�
どの会場にも多くの方が訪れ、
秋の味覚や催し物を楽しまれて
いました。�
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お問い合わせ先 飯南病院 TEL72-0221 来島診療所 TEL76-2309 保健福祉課 TEL72-1770

　
今
年
の
町
基
本
健
康
診
査
で
は
、40
歳
以
上
の
受
診
者
の
中

に
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
や
そ
の
予
備
軍
に
あ
る
人

が
男
性
の
18
・
２
％
、女
性
の
３
・
６
％
に
み
ら
れ
ま
し
た
。メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
新
し
い
概
念
の
た
め
、統
計
上

の
数
値
が
少
な
く
、他
町
と
の
比
較
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

町
内
で
は
特
に
男
性
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
。�

　
全
国
の
状
況
は
、平
成
16
年
に

実
施
さ
れ
た
国
民
栄
養
調
査
で
の

実
態
が
最
も
新
し
く
、男
性
の
51
・

７
％
、女
性
の
19
・
６
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。男
性
は
２
人
に
１
人
、女

性
は
５
人
に
１
人
に
み
ら
れ
ま
す

が
、こ
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、ま

だ
飯
南
町
で
は
男
女
と
も
低
い
よ

う
で
す
。�

　
ま
た
、町
の
基
本
健
診
を
受
け

た
40
歳
以
上
の
方
で
、男
性
の
24
・

８
％
、女
性
の
21
・
７
％
が
、Ｂ
Ｍ

Ｉ
25
以
上（
肥
満
）を
占
め
て
い
ま
す
。�

　
４
〜
５
人
に
１
人
が
肥
満
者
で

あ
り
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
が
肥
満
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と

か
ら
も
、生
活
習
慣
を
見
直
し
、肥

満
を
防
ぎ
た
い
も
の
で
す
。�

�

木材組織(ヒノキ)の�
顕微鏡写真�

総
理
府
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、木
造
住
宅
を
希
望
す
る
人
は

こ
こ
10
年
来
80
％
以
上
で
高
い
人
気
を
保
っ
て
い
ま
す
。�

木
の
住
ま
い
が
好
ま
れ
る
の
は
、な
ぜ
？�

�

飯
南
町
に
お
け
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
実
態
は
…
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女　性�

強く疑われる人�
予備軍�

※H18年飯南町基本健診より�

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

＊
朝
寒
や
巡
回
の
バ
ス
一
人
待
つ�

＊
太
鼓
橋
渡
る
人
影
水
澄
め
り�

＊
金
賞
の
菊
を
背
に
し
て
撮
ら
れ
ゐ
る�

＊
雨
上
る
西
日
を
追
ひ
て
豆
を
乾
す�

＊
山
の
端
に
墨
絵
の
如
き
十
三
夜�

＊
白
菊
を
荷
台
に
括
り
帰
り
け
り�

＊
朝
寒
や
口
数
の
無
い
登
校
児�

＊
去
る
客
の
残
す
一
語
や
朝
寒
し�

＊
災
害
の
爪
跡
残
し
水
澄
め
り�

＊
競
り
に
出
す
仔
牛
の
鳴
き
声
朝
寒
し�

＊
庭
を
掃
く
砂
の
湿
り
や
朝
寒
し�

＊
児
童
等
の
ス
ケ
ッ
チ
日
和
曼
殊
沙
華�

＊
皇
室
に
男
子
誕
生
菊
薫
る�

＊
芒
穂
の
眩
し
く
光
る
日
本
晴�

＊
貧
厨
に
秋
鯖
太
く
置
か
れ
あ
り�

＊
秋
鯖
の
光
り
放
ち
て
並
び
ゐ
る�

＊
放
れ
た
る
犬
を
呼
ぶ
声
朝
寒
し�

石
田
シ
ヅ
カ�

奥
野
　
王
青�

垣
内
　
良
野�

片
山
　
素
文�

佐
々
木
康
子�

庄
司
あ
さ
の�

林
　
　
勝
子�

原
　
　
コ
ウ�

張
戸
ユ
キ
女�

政
本
　
進
美�

松
平
富
美
子�

源
　
　
雨
光�

森
　
　
征
子�

門
所
　
詠
子�

山
碕
　
嵐
水�

山
碕
智
恵
美�

垣
内
　
峯
雅�

澤
田
　
勝
登�

岩
佐
　
恒
子�

石
田
フ
ク
エ�

源
　
　
光
子�

佐
々
木
り
く
子

日
高
美
代
子�

三
島
　
久
恵�

貝
森
フ
ミ
エ�

本
間
　
麗
子�

門
所
　
詠
子�

難
波
　
幾
子�

中
村
三
四
二�

＊
土
石
流
迫
り
て
怯
え
る
丑
三
つ
刻
消
防
団
員
の
声
に
嬉
し
む�

＊
山
霧
の
晴
る
る
蕎
麦
畑
ふ
る
ふ
る
と
動
き
て
白
き
花
の
あ
ら
は
る�

＊
金
木
犀
の
匂
い
新
た
な
る
町
外
れ
交
通
安
全
の
幟
連
な
る�

＊
茸
汁
の
約
束
空
し
く
男
逝
き
ぬ
キ
リ
リ
と
締
る
萩
咲
く
朝�

＊
夜
を
目
ざ
め
生
き
て
来
し
方
返
へ
り
み
る
八
十
の
坂
よ
く
ぞ
越
し
け
り
　

＊
ま
た
し
て
も
狸
三
匹
罷
り
出
て
畑
に
残
る
南
瓜
を
食
ら
う�

＊
裏
山
の
な
だ
り
に
今
し
真
っ
盛
り
明
る
く
揺
る
る
萩
の
一
群
れ�

＊
鐘
の
音
に
仕
事
の
手
を
止
め
見
上
ぐ
空
明
日
も
晴
れ
る
か
真
赤
な
夕
日
　

＊
と
ぼ
と
ぼ
と
舗
道
を
歩
む
靴
の
音
我
が
影
細
く
長
く
曳
き
つ
つ�

＊
取
入
れ
を
終
え
て
安
堵
の
こ
の
秋
も
農
機
具
修
理
す
行
く
末
思
う�

＊
亡
き
母
は
遊
び
を
楽
し
む
事
も
な
し
思
い
を
馳
せ
つ
つ
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ

＊
地
を
這
う
も
生
き
い
る
印
と
鉄
線
の
花
弁
八
枚
紫
深
し�

赤
名
短
歌
会�

琴
峯
華
俳
句
会�

　
会
員
作
品
抄�

十
月
例
会
詠
草�

※BMI（体格指数）�

BMI
体重　  身長　  身長�

÷�= ÷�

男女とも20歳以上BMI22を基準と
し、25以上は肥満とみなされます。�

■
地
域
の
加
工
品
が

地
域
の
加
工
品
が�

　
大
好
評

　
大
好
評�

��������������

　
松
江
市
で
開
催
さ
れ
た「
松
江

だ
ん
だ
ん
・
カ
ラ
コ
ロ
秋
祭
り
」に

殿
居
地
区
が
参
加
し
、都
加
賀
工

房
で
作
っ
た
豆
腐
や
餅
、お
こ
わ

な
ど
が
好
評
で
し
た
。�

　
出
店
に
参
加
し
た
住
民
の
元
気

さ
、加
工
品
の
味
の
良
さ
が
、訪
れ

た
方
に
好
評
で
、持
ち
込
ん
だ
品

物
は
あ
っ
と
い
う
間
に
完
売
し
ま

し
た
。�

　
都
加
賀
と
い
う
地
域
と
、そ
こ

で
作
る
加
工
品
を
多
く
の

方
に
知
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
、ま
た
、地

域
の
新
た
な
活
力
に
つ

な
が
る
一
日
と
な
り
ま

し
た
。�

■
都
加
賀
高
原
郷
づ
く
り�

　
こ
の
組
織
は
、旧
頓
原
町
の
地

域
振
興
事
業
を
機
会
に
、平
成
５

年
か
ら
全
世
帯
加
入
で
始
ま
り
ま

し
た
。�

　
自
分
た
ち
の
集
落
は
自
分
た
ち

で
き
れ
い
に
整
備
し
、潤
い
の
あ

る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、沖

の
郷
山
の
山
道
整
備
や
花
壇
作
り

な
ど
を
続
け
て
い
ま
す

■
都
加
賀
福
祉
会�

　
地
域
の
誰
も
が
お
互
い
に
支
え

合
う
こ
と
を
目
的
に
、地
域
内
の
様
々

な
団
体
が
協
力
し
な
が
ら
活
動
を

展
開
し
て
い
ま
す
。�

　
毎
年
11
月
に
は
、子
ど
も
か
ら

高
齢
者
ま
で
が
参
加
し
て
、異
世

代
交
流
を
図
る
健
康
・
福
祉
文
化

祭
を
開
催
し
て
い
ま
す
。�

�������

■
都
加
賀
こ
ど
も
神
輿
会�

　
11
月
２
日
に
は
都
加
賀
祭
り
が

あ
り
、こ
ど
も
神
輿
が
参
列
し
ま
す
。

地
元
の
伝
統
文
化
を
子
ど
も
た
ち

に
体
験
・
継
承
し
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
思
い
で
、子
ど
も
た
ち
の

保
護
者
が
頑
張
っ
て
い
ま
す
。�

（㎏）�（m）�（m）�

　
私
た
ち
の
地
域
「
都
加
賀
」

は
、飯
南
町
の
北
部
に
位
置
し
、

町
内
で
も
一
、
二
を
争
う
豪

雪
地
帯
で
す
。�

　
皆
さ
ん
は
、
雪
の
多
さ
に

驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
私
た
ち
は
地
域
の
中
心

で
あ
る「
沖
の
郷
山
」に
見
守

ら
れ
な
が
ら
、
力
を
合
わ
せ

て
元
気
に
楽
し
く
暮
ら
し
て

い
ま
す
。�

　
木
造
住
宅
は
、日
本
の
風
土
に

適
す
る
と
と
も
に
、木
材
が
人
に

心
地
よ
い
感
覚
を
も
た
ら
す
素
材

と
し
て
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
す
。

主
な
も
の
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ

う
。�

 �  

① 

穏
や
か
な
感
触
・
温
か
み�

　
触
っ
て
み
て
も
冷
た
く
な
く
、

汗
ば
ん
だ
肌
が
触
れ
て
も
べ
と
つ

か
な
い
。�

  

② 

湿
度
を
調
節
す
る�

　
湿
度
が
高
く
な
る
と
木
材
が
吸

湿
し
て
湿
度
を
下
げ
、逆
に
湿
度

が
低
く
な
る
と
放
湿
し
て
く
れ
る
。

  

③ 

衝
撃
を
和
ら
げ
る�

　
木
の
床
に
も
の
を
落
と
し
た
り
、

転
ん
だ
り
し
て
も
、衝
撃
を
和
ら

げ
て
く
れ
る
。�

  

④ 

目
に
や
さ
し
い�

　
木
材
は
、暖
か
く
感
じ
る
色
彩
、

ま
ぶ
し
さ
の
な
い
落
ち
着
き
あ
る

光
沢
、木
目
の
自
然
感
な
ど
、目
に

や
さ
し
い
特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。�

�

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
木
材
は
こ
れ
ら

の
特
徴
が
発
揮
で
き
る
の
で
し
ょ

う
。そ
の
秘
密
は
主
に
木
材
の
構

造
に
あ
り
ま
す
。�

�����

　
木
材
を
顕
微
鏡
で
の
ぞ
く
と
、

中
空
の
パ
イ
プ
の
よ
う
な
細
胞
が

集
ま
っ
て
で
き
て
い
ま
す
。パ
イ

プ
が
た
く
さ
ん
集
ま
り
、空
気
が

充
満
し
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
身

近
に
あ
っ
て
、最
も
断
熱
性
が
高

い
の
は
空
気
で
す
。木
材
は
空
気

を
充
満
さ
せ
た
構
造
の
た
め
、上

記
①
と
③
の
特
徴
が
発
揮
で
き
る

の
で
す
。�

　
ま
た
、②
の
特
徴
は
木
材
の
細

胞
壁
が
湿
度
が
上
が
る
と
水
分
を

吸
収
し
、湿
度
が
下
が
る
と
吐
き

出
す
働
き
が
あ
る
た
め
で
す
。�

�

　
中
山
間
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
で

は
、こ
う
し
た
ヒ
ト
に
や
さ
し
い

木
材
の
良
さ
を
活
か
し
た
住
宅
建

設
用
資
材
の
商
品
開
発
な
ど
の
研

究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。�

地
域
の
加
工
品
が�

大
好
評�

く
ら
し
と
木
材
�

こんにちはこんにちは 中山間地域
研究センターです
中山間地域
研究センターです

私たちの地域を紹介します

都加賀�

私たちの地域を紹介します
第７回

42世帯・158人�

184

54

54

至 三次市�

角井�
志津見�

川東�

川西�

獅子�

長谷�

下来島�

花栗�

都加賀�

奥畑�

上区�

敷波�佐見�

野萱�

上来島�

赤名�

下赤名�
�

上赤名�

谷�

寺沢� 町区�

小田真木�

と
の  

い�

松江だんだん・カラコロ秋祭り�
10月８日（日）�



母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度

塚
原
　
唯
人�

吉
川
　
友
愛�

康
享�

健
司�

貞
子�

卓
志�

　
隆�

慎
一
郎�

哲
雄�

吉
弘�

崇
宏�

獅

子

 �

花

栗

�

獅

子
�

　�　�頓

原

�

上
赤
名�

塩

谷

�

井
戸
谷�

今
月
の
表
紙

　
秋
に
な
る
と
、各
地
域
の
神
社
で
は
祭
り

が
行
わ
れ
、笛
や
太
鼓
の
音
色
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。�

�

都
加
賀
八
幡
宮
で
は
、毎
年
11
月
２
日
に

「
子
ど
も
神
輿
」が
登
場
し
、地
域
の
子
ど
も

達
が
元
気
よ
く
神
輿
を
担
ぐ
姿
が
見
ら
れ

ま
す
。�

�

秋
空
の
下
、毎
年
聞
こ
え
て
く
る「
わ
っ

し
ょ
い
！
わ
っ
し
ょ
い
！
」と
い
う
大
き
な

か
け
声
が
、こ
の
日
も「
沖
の
郷
山
」の
麓
に

こ
だ
ま
し
て
い
ま
し
た
。�

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を送付します

後
田
　
喜
義

岸
　
　
精
一�

石
川
　
正
康�

森
　
　
文
雄�

田
邊
精
之
助�

和
田
タ
ケ
ヨ�

三
東
　
長
閑�

頓原土地改良区からのお知らせ

　3月27日より「石綿による健康被害の救済に関す
る法律」が施行されました。�
　石綿を取り扱う作業に従事したことにより、中皮
腫や肺がん等を発症し、平成13年3月26日以前に亡
くなった労働者等の遺族であって、時効により労災
保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅
した方に対して、特別遺族給付金が支給されます。�
特別給付金は「法施行日から3年を経過した平成

　21年3月27日以降」は請求できなくなります�
　特別遺族給付金の支給を希望する遺族の方は、最
　寄りの労働基準監督署にご相談のうえ、請求手続
　きを行ってください。�
■お問合せ�
　島根労働局労働基準部　℡.0852-31-2259

石綿健康被害者およびご遺族の方へ�

　
平
成
17
年
分
の
所
得
か
ら
、国

民
年
金
保
険
料
に
係
る
社
会
保

険
料
控
除
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
、年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申

告
の
際
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。�

　
こ
の
た
め
、生
命
保
険
会
社
等

が
発
行
す
る
控
除
証
明
書
と
同

様
の「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」を
送
付

し
ま
す
。�

■
対
象
者
お
よ
び
送
付
時
期�

▽
11
月
送
付�

　
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
に
保
険
料
の
納
付
が
あ
っ
た

方
へ
送
付
し
ま
す
。�

▽
２
月
送
付�

　
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
、初
め
て
保
険
料
の
納
付
が

あ
っ
た
方
に
は
、翌
年
２
月
に
送

付
し
ま
す
。�

�

町
内
医
療
機
関
で
予
防
接
種
実
施
中

■
接
種
時
期

　
10
月
30
日（
月
）〜
12
月
22
日（
金
）�

■
持
参
品

　
予
診
票�

　
※
各
医
療
機
関
・
役
場
窓
口
に

　
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。必
ず

　
記
入
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。�

■
料
　
金

　
▽
64
歳
以
下
　
３
０
０
０
円

　（
12
歳
以
下
は
２
回
分
の
金
額
）�

　
▽
65
歳
以
上
　
１
０
０
０
円

※
保
育
所
園
児
、小
・
中
学
校
の
児

童
・
生
徒
は
、今
年
度
か
ら
医
療
機

関
で
の
個
別
接
種
に
な
り
ま
し
た
。�

�

��

■
和
田
医
院【
℡
７
６
・
２
０
３
８
】�

▽
接
種
時
間 

（
対
象
は
４
歳
以
上
）�

　
月
〜
金
曜
日
９
時
〜
12
時�

　
※
火
・
金
曜
日
は
夕
方
可
能
で

　
す
。（
事
前
に
連
絡
が
必
要
）�

�

■
来
島
診
療
所【
℡
７
６
・
２
３
０
９
】�

▽
接
種
時
間 

（
対
象
は
１
歳
以
上
）�

　
月
・
水
・
木
曜
日
９
時
〜
12
時�

�

（
月
・
水
曜
日
は
16
時
〜
17
時
も
可
能
）�

�

火
・
金
曜
日
13
時
30
分
〜
17
時�

谷
出
張
診
療�

�

火
・
金
曜
日
９
時
〜
11
時
30
分�

�

■
飯
南
病
院【
℡
７
２
・
０
２
２
１
】�

▽
接
種
時
間

　
小
児
科 

（
対
象
は
６
ヵ
月
児
以
上
）�

　
月
・
木
曜
日
10
時
30
分
〜
12
時

　
一
　
般 

（
対
象
は
４
歳
以
上
）�

　
月
〜
金
曜
日
14
時
〜
16
時�

　
※
予
約
が
必
要
で
す�

�

　
詳
し
く
は
、各
医
療
機
関
に
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

�

新しいページが加わりました
11月１日から、飯南町ホームページに新たなペ
ージが加わりました。
町外の方だけでなく、町民の皆さんに活用いただ
ける情報もありますので、ぜひご覧ください。
■観光情報
町内の観光情報をはじめ、登山マップや宿泊施設、
飲食店情報なども紹介しています。�
■歴史と文化
年表や地図を使っての歴史紹介、指定文化財や 
民俗資料館の紹介など、見ごたえのある内容です。�
散策マップなど、楽しみながら歴史を振り返るペ
ージもあります。�
■いいなんまっぷ
町内の施設等をインターネット上の地図で探す
ことができます。�
最新の道路規制情報を見ることもできます。�

　
交
通
事
故
、詐
欺
な
ど
の
被
害
に
あ
っ
た
の
に
、

検
察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な

い
。ど
う
も
納
得
で
き
な
い
。こ
の
よ
う
な
人
の

た
め
に
、検
察
官
の
し
た
処
分
が
正
し
か
っ
た
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て「
検
察
審
査
会
」

が
あ
り
ま
す
。�

　
検
察
審
査
会
で
は
、11
人
の
審
査
員
が
審
査
を

し
ま
す
。審
査
員
は
、選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
皆

さ
ん
の
中
か
ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。�

　
あ
な
た
も
、い
つ
か
審
査
員
に
選
ば
れ
る
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。審
査
員
に
選
ば
れ
た

と
き
に
は
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

　
島
根
県
で
は
、母
子
家
庭
お
よ
び
寡
婦
を
対
象

に
、新
た
に
進
学
（
平
成
19
年
４
月
）
さ
れ
る
生
徒
の

就
学
費
用
に
か
か
る
資
金
の
貸
付（
予
約
）
を
行
っ

て
い
ま
す
。�

　
貸
付
は
無
利
子
で
す
が
、連
帯
保
証
人
１
人
が

必
要
で
す
。�

�

■
資
金
の
種
類

　
▽
修
学
資
金（
高
校
、高
専
、専
修
学
校
、短
大
、大
学
の

　
　
授
業
料
な
ど
の
修
学
費
用
）�

　
▽
修
業
資
金（
知
識
技
能
を
修
得
す
る
の
に
必
要
な
経
費
）�

　
▽
就
学
支
度
資
金（
入
学
金
・
制
服
な
ど
、就
学
等
の
準

　
　
備
に
要
す
る
費
用
）�

■
申
込
期
限

　
▽
高
校
へ
進
学
す
る
生
徒
　
１
月
31
日（
水
）�

　
▽
大
学
へ
進
学
す
る
生
徒
　
２
月
16
日（
金
）�

　
　
期
限
が
過
ぎ
て
も
申
し
込
み
は
で
き
ま
す
が
、

　
で
き
る
だ
け
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。�

■
問
合
せ
・
申
込
み
先�

　
飯
南
町
福
祉
事
務
所
福
祉
担
当
　
　�

　
℡
７
２
・
１
７
７
３�

　
来
島
保
健
セ
ン
タ
ー（
母
子
自
立
支
援
員
）�

　
℡
７
６
・
３
８
０
０�

　出張！なんでも鑑定団in飯
南の開催にあたって、町民の
皆さんには温かいご支援ご協
力をいただき、ありがとうご
ざいました。�
　放送日は次のとおりです。
町内の方４人が出演されてい
ますので、ぜひご覧ください。�

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら

ご
協
力
を
！

　頓原土地改良区では、土地改良事業の償還金収
納率の向上と納入者の不公平の是正のため、定款
の変更を行い規定を定め、滞納者に対して延滞金
を徴収することとなりました。�
�延滞金の率は年率14.4％です。飯南町が滞納
処分を行う場合は、手数料が加算されるため、年
率14.976％となります。�
�なお、基準日は今年の場合12月31日となって
いますので、年内に納入していただきますようお
願いします。�
　※納入期日により減免の措置もあります。�
　　詳しくは、農林課へお問い合わせください。�
■お問合せ�
　農林課農林業担当  ℡72-0313

償還金の納付について

出張! なんでも鑑定団in飯南

放送日が決定
予
防
接
種
実
施
医
療
機
関�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
ご
注
意
を
！

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
ご
注
意
を
！

ご存じで
すか
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決められた日時を
お守りください


