
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
し
ょ
う
！

Ａ
さ
ん　

来
月
で
20
歳
に
な
り
ま

す
。
成
人
す
る
と
、
国
民
年
金
に
加

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
聞
き
ま

し
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

の
保
険
料
（
平
成
24
年
度
の
金
額
は

１
４
、
９
８
０
円
）
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
に
は
、
申
請
し
承
認

さ
れ
る
と
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

●
保
険
料
免
除
制
度

　

収
入
が
少
な
い
場
合
に
、
保
険
料

の
全
額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
の
所
得
が

１
１
８
万
円
以
下
の
場
合
、
在
学
期
間
中

の
保
険
料
を
後
払
い
に
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
し
た
期
間

中
で
も
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
に
は
、
満
額
の
障
害
基
礎

年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
を
10
年

以
内
に
追
納
す
れ
ば
、
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
金
に
余
裕
が
で
き
た
時
点
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
相
互
扶
助
の
制
度

で
す
。
現
在
は
元
気
で
も
、
万
が
一

の
と
き
や
老
後
に
備
え
て
保
険
料
を

納
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

市
民
課

（
☎
内
線
１
５
５
・
１
５
６)

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
病
気
や
け
が
な
ど
で

収
入
が
途
絶
え
た
と
き
に
も
、
誰
も

が
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に

社
会
全
体
で
支
え
合
う
制
度
で
す
。

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
で
保
障
さ
れ
て
い
る
年

金
に
は
、
次
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金

　

病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
あ
る
状

態
に
な
っ
た
と
き
に
受
け
る
年
金
で
す
。

●
遺
族
基
礎
年
金

　

一
家
の
生
計
を
支
え
て
い
た
人
が

亡
く
な
っ
た
場
合
に
、
残
さ
れ
た
子

ど
も
や
子
ど
も
の
あ
る
配
偶
者
が
受

け
る
年
金
で
す
。

●
老
齢
基
礎
年
金

　

65
歳
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ
て
受
け

る
年
金
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
給
す
る
に
は
、

必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
経
済
的
な
理
由
で
月
々

「
加
須
の
木き

や遣
り
」

市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

平
成
24
年
３
月
６
日
指
定

　

今
回
、
ご
紹
介
す
る
の
は
「
加
須
の

木
遣
り
」
で
す
。

　

木
遣
り
の
発
展
に
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
室
町
時
代
に
京
都
を
発
祥
の
地
と

し
て
関
西
方
面
で
発
達
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
元
々
は
労
働
歌
で
、
大
勢

で
木
材
な
ど
の
重
量
の
あ
る
建
築
用
材

を
挽
く
と
き
に
、
息
を
合
わ
せ
る
た
め

歌
わ
れ
る
「
木こ

挽び

き
」
と
、
家
の
造
成
の

と
き
に
土
台
固
め
を
す
る
「
地ぢ

形
ぎ
ょ
う

木
遣

り
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、「
地
形

木
遣
り
」
は
江
戸
を
中
心
に
発
達
し
た

も
の
で
、
加
須
の
木
遣
り
も
こ
れ
に
あ

た
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

江
戸
に
お
い
て
木
遣
り
は
、
町
火
消

し
を
担
っ
た
鳶と

び

職
の
人
々
に
よ
り
伝
承

さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
祭
礼
の
と

き
や
祝
い
事
の
と
き
に
も
歌
わ
れ
る
祝

儀
歌
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

加
須
の
木
遣
り
は
何
代
も
の
人
々
の

口
伝
に
よ
り
、
指
導
す
る
人
の
好
み
や

声
量
な
ど
に
よ
り
定
着
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

木
遣
り
唄
に
は
「
ま
な
づ
る
」

 「
て
こ
」

「
つ
り
か
け
」

 「
と
び
か
け
」

 「
か
け
つ
か
」

「
ご
し
ゃ
く
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
加
須
の
木
遣
り
は
加
須
鳶
組

合
の
加
須
木
遣
り
保
存
会
に
よ
っ
て
、

大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
出

初
式
や
總
願
寺
の
節
分
会
の
と
き
に

は
、
木
遣
り
唄
、
纏

ま
と
い

振
り
、
は
し
ご
乗

り
の
構
成
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

ほ
か
、
結
婚
式
な
ど
の
祝
い
事
の
と
き

に
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

埼
玉
県
内
で
も
木
遣
り
が
残
っ
て
い

る
市
町
村
は
少
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら

伝
わ
る
貴
重
な
文
化
と
な
っ
て
い
ま
す
。

所在地　東栄２－６－13
  (加須木遣り保存会 代表事務所)

紹
介
者　

雨
笠　

竹
夫
さ
ん
（
東
栄) 旧加須市役所旧庁舎前で

の出初式

　身の回りのことやご意見などがあり
ましたら、お気軽に電話かハガキまた
はＥメールで秘書広報課へ
〒347-8501　加須市下三俣290
 ☎ 0480・62・1111（内線313・319）
メールメール hisho@city.kazo.lg.jp

ご
存
じ
で
す
か
！
文
化
財
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問合せ 
生涯学習課
（☎内線352）

ご
存
じ
で
す
か
！
文
化
財
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問合せ 
生涯学習課
（☎内線352）


