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報

　

新
年
度
に
な
り
ま
し
た
が
、私
は
異
動

が
な
く
、広
報
担
当
２
年
目
に
な
り
ま
し

た
。今
年
度
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

さ
て
、紙
面
で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、

４
月
か
ら
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
新

た
に
末
石
靖
知
さ
ん
、久
龍
花
怜
さ
ん
、土

田
徹
奈
さ
ん
の
３
名
が
着
任
し
、令
和
元

年
度
に
着
任
し
た
大
野
達
也
さ
ん
、大
野

あ
か
ね
さ
ん
に
加
え
て
総
勢
５
名
の
体
制

で
、そ
れ
ぞ
れ
前
職
の
経
験
や
得
意
分
野

を
活
か
し
て
活
動
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。今
後
は
、ニ
ュ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
３
名
も
コ

ラ
ム
や
企
画
な
ど
で
広
報
紙
に
登
場
す
る

予
定
で
す
の
で
、ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 　
　
　
　
　
　
　

    

（
松
）

楽
が
き
帳

町の人口　令和３年4月1日現在 令和２年度中の異動
R2.4.1 ～ R3.3.31

世帯数 2,303 戸 （－3） －41 戸

総人口 6,648 人 （－42） －222 人

男 3,276 人 （－20） －91 人

女 3,372 人 （－22） －131 人

（３月中の異動） 令和２年度中の異動
R2.4.1 ～ R3.3.31

出生 1人 転入 20人 17人 106人

死亡 10人 転出 53人 125人 222人

※この数字は外国人数も含めた数字です。

～
お
お
い
し
だ
の
と
ん
と
む
が
す
あ
っ
た
け
ど
⑮
～

　

大
石
田
の
横
山
下し
も
じ
ゅ
く
宿
に
鐘か
ね
か
わ川
と
よ
ぶ
川
が

あ
り
ま
す
。
昔
、
昔
、
上
の
原
の
源げ

ん
ぺ
い
ば
ら
　

平
原
で

鐘か
ね

を
鋳ち
ゅ
う
ぞ
う造
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
最
近
ま
で

そ
の
原
の
跡
に
鋳
造
し
た
時
の
く
づ
が
出
て
来
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
、
昔
の
こ
と
、
こ
こ
に
羽
黒
山
か
ら
鐘
の
注
文
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
鐘
は
、
す
ば
ら
し
く
大
き
な
鐘
で
、
造
る
の
に
も
大
変
な
日
数
を

つ
い
や
し
て
、
よ
う
や
く
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　

さ
て
で
き
あ
が
っ
た
の
は
よ
い
け
れ
ど
、
こ
れ
を
ど
う
し
て
も
動
か

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
て
ど
う
す
る
か
？
と
思
案
し
て
い
る
と
、

羽
黒
山
か
ら
、
弁
慶
が
来
ま
し
た
。

　

弁
慶
は
「
羽
黒
山
で
、
俺
に
こ
の
鐘
を
も
っ
て
こ
い
と
い
う
の
で
取

り
に
来
ま
し
た
。
」
と
い
い
ま
す
。

　

そ
う
し
て
、
「
ど
れ
ど
れ
、
俺
が
最
上
川
ま
で
運
ぶ
か
ら
、
最
上
川

に
舟
を
準
備
し
て
お
い
て
く
れ
。
」
と
い
い
、
羽
黒
山
か
ら
も
っ
て
来

た
と
い
う
、
太
い
太
い
、
初
め
て
見
る
よ
う
な
綱
を
鐘
に
か
け
て
、

「
ウ
ン
」
「
ウ
ン
」
と
引
っ
ぱ
り
ま
し
た
。
す
る
と
鐘
は
ず
る
ず
る
と

動
き
出
し
ま
し
た
。

　

鐘
の
動
い
た
跡
は
大
き
く
、
く
ぼ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、

と
う
と
う
最
上
川
ま
で
運
び
だ
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
準
備
し
て

あ
っ
た
舟
に
積
ん
で
、
古ふ

る
く
ち口
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、

舟
が
風
に
あ
お
ら
れ
て
、
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
わ

て
た
弁
慶
は
、
川
に
も
ぐ
っ
て
見
た
が
、
雪
ど
け
水
の
汚に

ご

り
で
ど
う
し

て
も
さ
が
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し
ば
ら
く
の
間
、
水
が
お
さ
ま
る
ま
で

待
つ
こ
と
に
し
て
、
一
た
ん
羽
黒
山
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
水
の
力
は
大
き
い
も
の
で
、
い
つ
の
間
に
か
、
鐘
を
押
し

流
し
て
し
ま
い
、
い
く
ら
さ
が
し
て
も
、
さ
が
し
て
も
見
つ
け
だ

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

鐘
を
運
び
出
し
た
跡
の
く
ぼ
み
は
、
た
ち
ま
ち
川
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
川
を
鐘
川
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
今
回
は
、
羽
黒
山
か
ら
依
頼
を
受
け
た
と
さ
れ
る
大
鐘
の
お
話
で
す
。

出
羽
三
山
神
社
に
は
現
存
す
る
梵
鐘
（
国
重
要
文
化
財
）
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
鐘
に
は
一
二
七
五
年
（
建
治
元
年
）
の
銘
が
あ
り
、
東
大
寺
鐘
・
金

剛
峰
寺
に
次
ぐ
大
き
さ
で
、
東
北
地
方
で
は
第
一
の
巨
鐘
で
す
。
ま
た
、

こ
の
大
鐘
に
は
、
鎌
倉
時
代
の
文
永
・
弘
安
の
蒙
古
襲
来
の
際
、
羽
黒
山

の
竜
神
（
九
頭
竜
王
）
に
よ
り
、
敵
の
艦
船
を
全
部
海
中
に
覆
滅
し
た
伝

説
が
あ
り
、
鎌
倉
幕
府
が
羽
黒
山
大
権
現
の
霊
威
を
い
た
く
感
じ
、
羽
黒

山
の
鐘
ヶ
丘
で
鐘
を
鋳
て
、
奉
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
話
の
舞
台
は
、
横
山
の
上
の
原
の
源
平
原
と
な
っ
て
お
り
、

現
存
す
る
羽
黒
山
の
鐘
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
羽
黒

山
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
武
蔵
坊
弁
慶
が
登
場
し
ま
す
。

　
義
経
一
代
記
『
義
経
記
』
に
は
、
平
安
時
代
末
期
、
兄
頼
朝
か
ら
追

わ
れ
た
源
義
経
が
、
一
一
八
七
年
（
文
治
三
年
）
に
陸
奥
国
平
泉
に
向

か
う
途
中
に
県
内
を
通
り
、
同
行
し
て
い
た
弁
慶
の
み
が
羽
黒
山
に
代

参
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
義
経
主
従
が
最
上
川
下
流

部
の
清
川
か
ら
中
流
部
の
本
合
海
ま
で
の
最
上
峡
を
舟
で
遡
っ
た
と
い

う
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　
県
内
に
は
い
く
つ
か
義
経
や
弁
慶
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
残
っ
て
い
ま

す
が
、
最
上
川
沿
い
の
地
域
に
は
、
特
に
色
濃
く
分
布
し
て
い
る
よ
う

で
す
。

　
○
出
典『
北
村
山
地
方
の
民
話（
伝
説
編
一
）』

　
（
滝
口
国
也
編
著
、東
根
市
民
話
の
会
発
行
、一
九
九
〇
年
）

鐘か
ね

　　　　　川か
わ

　　　

○
参
考
文
献『
開
山
一
四
〇
〇
年
記
念　

出
羽
三
山
』（
伊
藤
武
著
、

　

み
ち
の
く
書
房
、一
九
九
六
年
）
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