
　
現
在
市
内
に
は
、
秋
川
歌
舞

伎
保
存
会
と
菅
生
一
座
の
２
つ

の
団
体
に
よ
っ
て
農
村
歌
舞
伎

が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
村

歌
舞
伎
は
全
国
約
２
０
０
の
地

域
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

都
内
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は

あ
き
る
野
市
だ
け
で
す
。

　
両
団
体
が
伝
承
す
る
歌
舞

伎
（
秋
川
歌
舞
伎
、
菅
生
歌
舞

伎
）
は
、
共
に
明
治
時
代
中
頃

に
二
宮
神
社
に
奉
仕
す
る
神
楽

師
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の

が
起
源
で
す
。
農
村
歌
舞
伎
は

別
名
「
地
芝
居
」
と
も
呼
ば

れ
、
か
つ
て
は
二
宮
の
古
谷
・

栗
沢
の
二
つ
の
座
に
よ
っ
て
盛

ん
に
演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

全
盛
期
は
大
正
時
代
で
、
娯
楽

の
乏
し
か
っ
た
当
時
の
農
村
社

会
で
人
々
の
大
き
な
楽
し
み
と

し
て
親
し
ま
れ
、
近
県
の
各
地

に
も
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
名

は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
20
年
代
に
入
る
と
戦
後

の
社
会
状
況
の
変
化
の
中
で
急

速
に
衰
退
し
、
さ
ら
に
指
導
者

の
高
齢
化
な
ど
に
よ
っ
て
一
時

は
消
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
ま

し
た
が
、
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
地

域
の
住
民
を
中
心
と
す
る
団
体

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
役
者
は
も
と
よ
り
義
太

夫
、
三
味
線
、
つ
け
打
ち
な
ど

の
裏
方
や
、
衣
装
や
か
つ
ら
、

大
道
具
、
小
道
具
類
の
制
作
な

ど
も
自
前
で
取
り
組
む
な
ど
、

活
発
な
伝
承
活
動
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
現
在
、
秋
川
歌
舞
伎
保
存

会
、
菅
生
一
座
の
両
団
体
で

は
、
新
た
な
演
目
の
立
ち
上
げ

や
後
継
者
の
育
成
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
小
学
校
で
の
伝

統
文
化
理
解
教
育
の
場
で
の
歌

舞
伎
体
験
や
、
歌
舞
伎
ク
ラ
ブ

の
創
設
な
ど
、
地
域
と
学
校
と

が
連
携
し
た
新
し
い
伝
承
の
か

た
ち
も
生
ま
れ
、
地
域
の
貴
重

な
文
化
遺
産
を
受
け
継
ご
う

と
、
か
わ
い
い
役
者
た
ち
が
稽

古
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　
歌
舞
伎
用
の
本
格
的
な
組
立

式
舞
台
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の

が
、
菅
生
歌
舞
伎
の
大
き
な
特

徴
で
す
。
こ
の
舞
台
は
、
明
治

42
年
ご
ろ
に
菅
生
地
区
に
芝
居

を
呼
ぶ
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が

始
ま
り
で
す
。
間
口
が
八
間
と

五
間
の
大
小
２
組
の
舞
台
が
あ

り
、
廻
り
舞
台
や
花
道
な
ど
を

備
え
た
本
格
的
な
歌
舞
伎
舞
台

で
、
昭
和
50
年
に
「
菅
生
の
組

立
舞
台
」
の
名
で
都
の
有
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
菅
生
組
立
舞
台
保
存
会
の

皆
さ
ん
に
よ
っ
て
そ
の
保
存
と

組
立
技
術
の
伝
承
が
図
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

　
菅
生
の
鎮
守
で
あ
る
正
勝
神

社
の
祭
礼
が
近
づ
く
と
、
地
域

が
一
丸
と
な
っ
て
作
業
に
取
り

か
か
り
、
釘
は
一
切
使
わ
ず

に
、
わ
ら
縄
だ
け
で
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
丸
太
や
竹
が
組
ま
れ
て

い
き
ま
す
。
竹
を
組
ん
だ
大
き

な
ひ
さ
し
を
舞
台
の
前
に
せ

り
出
す
「
は
ね
だ
し
」
と
呼

ば
れ
る
高
所
で
の
作
業
は
、

大
勢
の
掛
け
声
と
と
も
に
行

わ
れ
る
大
変
迫
力
の
あ
る
も

の
で
、
組
立
作
業
の
大
き
な

見
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
組
立
式
の
舞
台
は
各
地

に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど

の
規
模
の
舞
台
は
全
国
的
に

も
非
常
に
珍
し
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
舞
台
の
専
門
的

な
技
術
を
身
に
付
け
た
人
は

舞
台
師
と
呼
ば
れ
、
か
つ
て

農
村
歌
舞
伎
が
全
盛
を
極
め

て
い
た
頃
に
は
そ
の
公
演
に

も
舞
台
と
共
に
同
行
し
、
農

村
歌
舞
伎
の
繁
栄
を
陰
で
支

え
て
い
ま
し
た
。
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世帯と人口

―平成24年10月1日現在―

世帯 33,678世帯

人口 82,049人
（前月比 47人減）

男　 41,019人

女　 41,030人

○市役所
　●不動産取引相談…２日㈮
　●税務相談…12日㈪
　●法律相談…13日㈫・27日㈫
　●交通事故相談…14日㈬
　●登記相談…16日㈮
　●相続・遺言など暮らしの手続相談…26日

　㈪
　●行政相談…28日㈬

○五日市出張所
　●法律相談…１日㈭
　●人権身の上相談…30日㈮

○時間　午後１時30分～４時30分

○予約　法律相談は、相談日の７日前の午

　前８時30分から電話で受け付けます。その

　他の相談は、随時受け付けます。

○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係�

　（直通５５８－１２１６）

都
内
で
は
あ
き
る
野
市

だ
け
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新
た
な
伝
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