
70
歳
～
74
歳
の
方
へ 

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
し
た

　

高
齢
受
給
者
証
は
、
70
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
ら
れ
て
か
ら
、
75
歳
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
移
行
さ
れ
る
ま
で
の
方
に
お
渡
し
し

て
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
被
保
険
者
の
方
へ
8
月
1
日
か

ら
ご
使
用
い
た
だ
く
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

（
だ
い
だ
い
色
）
を
簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま

し
た
。

　

高
齢
受
給
者
証
が
お
手
元
に
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
な
ど
に
誤

り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
住
民
課
保
険
年
金
担

当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
高
齢
受
給
者
証
の
使
い
方

　

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）と
、
高
齢
受

給
者
証
の
2
つ
を
忘
れ
ず
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
高
齢
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
た
自
己

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
届
出
書
類
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

【
お
知
ら
せ
】
ひ
と
り
親
家
庭
の
み
な
さ
ん
を
対

象
に
、
年
に
3
回（
6
月
、
10
月
、
2
月
予
定
）、

県
や
市
町
の
各
種
情
報
を
お
届
け
す
る
「
ひ
と

り
親
家
庭
サ
ポ
ー
ト
定
期
便
」
を
発
行
し
て
い

ま
す
。
滋
賀
県
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
推
進
員
が

ご
自
宅
ま
で
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
、
役
場
子
ど
も
支
援
課
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
寡
婦（
夫
）
控
除
の
み
な
し
適
用

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
適
用
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
役
場
子
ど
も
支
援
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※
未
婚
の
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
、
児
童
手

当
の
支
給
に
係
る
所
得
の
額
の
計
算
に
あ
た
っ

て
、
寡
婦（
夫
）控
除
を
み
な
し
適
用
す
る
も
の

で
す
。
み
な
し
適
用
を
受
け
て
も
、
所
得
の
額

の
計
算
に
よ
っ
て
は
支
給
額
が
変
わ
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

負
担
割
合
分
の
負
担
で
医
療
を
受
け
て
い
た

だ
け
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
は
、
所
得
や
生

年
月
日
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
。

・
一
般
の
方
…
２
割

　

  

現
役
並
み
所
得
に
該
当
し
な
い
方
。
法
律

で
は
2
割
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
国
の
特

例
措
置
に
よ
り
昭
和
19
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
は
、
継
続
し
て
1
割
負
担

と
な
り
ま
す
。

・
現
役
並
み
所
得
の
方
…
3
割

　

  

同
一
世
帯
に
平
成
29
年
中
の
住
民
税
課
税

所
得
1
4
5
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
国
保
被
保
険
者
が
い
る
方

限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
更
新
受
付
を
行
な
っ
て
い
ま
す

　

医
療
機
関
へ
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と

な
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や
自
己
負
担

限
度
額
と
入
院
中
の
食
事
代
が
減
額
と
な
る

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
対
象
の
方
に
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31

日
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
8
月
以
降
も
引

き
続
き
認
定
証
を
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、

事
前
に
郵
送
し
た
申
請
書
を
役
場
住
民
課
保

険
年
金
担
当
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
請
は
同
じ
世
帯
の
代
理
の
方
ま
た
は

郵
送
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
単
身

世
帯
な
ど
の
理
由
で
別
の
世
帯
の
方
が
申
請

を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

古
い
高
齢
受
給
者
証（
水
色
）
は
「
日
野

町
役
場
住
民
課
行
」
の
封
筒（
黄
色
）
に

入
れ
て
ポ
ス
ト
へ
投
函
す
る
な
ど
、
役
場

に
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

県
の
支
援
員
等
が
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
と

し
た
相
談
に
応
じ
ま
す
！

　

仕
事
の
こ
と
、
子
ど
も
の
こ
と
、
貸
付
金

の
こ
と
、
そ
の
他
生
活
し
て
い
く
う
え
で

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
日　
時 
8
月
17
日(

金)

　
　
　
　

 

午
前
10
時
か
ら
午
後
3
時
ま
で

●
場　
所 

日
野
町
役
場　
子
ど
も
支
援
課

●
そ
の
他 

事
前
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
き
る
限
り
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。
相
談
者
が
多
い
場
合
は
、
お
待
ち
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先　
子
ど
も
支
援
課 

子
ど
も
支
援
担
当 

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
3

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

所
得
状
況
届
出
は
お
忘
れ
な
く
！

制度名 児童扶養手当 特別児童扶養手当

支給条件
◎  父母の離婚などにより父または母と生計を

ともにしていない子どもの母または父
◎  父または母が身体等に重度の障がいがある

子どもの母または父

◎  身体や精神に中程度以上の障がいを持って
いる子どもを養育している父もしくは母

◎  父母にかわってその子どもを養育している
方

対象児童 18歳になった最初の3月31日までの児童 身体又は精神に中度以上の障がいがある20
歳未満の方

手 当 額

●全部支給  月額42,500円  ●一部支給  月額
42,490円 ～ 10,030円  ●2人目の子ども…
上記金額に5,020円 ～ 10,040円を加算  ●
3人目以降の子ども…1人につき3,010円 ～
6,020円を加算

子ども1人あたり
●１級(重度)　月額51,700円
●２級(中度)　月額34,430円

所得制限
世帯の所得による制限があります。前年の所得
が一定額以上ある場合は手当の一部または全
部が支給停止となります。

世帯の所得による制限があります。前年の所
得が一定以上ある場合は手当が支給停止とな
ります。

届出期間 現況届　8月1日（水）～8月31日（金） 所得状況届　8月13日（月）～9月11日（火）
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪
　
は
じ
ま
り
ま
す

　私
た
ち
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど
ら
れ
て

い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な
文
化

財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008 / 近江日野商人館 ☎0748－52－0007

大
字
佐
久
良

　

大
字
佐
久
良
は
桜
谷
の
ほ
ぼ
中
央
、
佐

久
良
川
の
上
流
域
に
あ
た
る
東
桜
谷
地
区

の
西
部
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

佐
久
良
と
い
う
名
の
記
録

　

6
世
紀
末
に
は
、
城し

ろ

山や
ま

山さ
ん

麓ろ
く

に
「
城し

ろ

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

群ぐ
ん

」
が
造
ら
れ
て
お
り
、
開
発
が
進

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
集
落

跡
な
ど
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ

う
な
景
観
が
広
が
っ
て
い
た
か
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　

中
世
初
期
に
は
、
藤ふ

じ

原わ
ら

摂せ
っ

関か
ん

家け

の
氏

う
じ
の

長ち
ょ
う

者じ
ゃ

で
あ
る
九く

条じ
ょ
う

兼か
ね

実ざ
ね

の
荘
園
と
し
て
嘉か

元げ
ん

3
（
1
3
0
5
）
年
の
『
摂せ

つ

籙ろ
く

渡わ
た
り

荘し
ょ
う

目も
く

録ろ
く

』

に
記
さ
れ
た
「
奥
野
」
の
一
部
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
集
落
と
し
て
の
景

観
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

こ
の
少
し
後
の
元げ

ん

亨こ
う

4
（
1
3
2
4
）

年
に
書
か
れ
た
「
儀ぎ

俄が

頼よ
り

秀ひ
で

子し

息そ
く

子
義ぎ

絶ぜ
つ

状じ
ょ
う」
に
は
、「
佐
久
良
」
と
い
う
名
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
、
日
野
一
帯
で

勢
力
を
誇
っ
た
儀
俄
頼
秀
が
、
3
人
の
息

子
を
勘か

ん

当ど
う

し
た
際
に
作
ら
れ
た
書
状
で

す
。
そ
こ
に
連
署
し
た
人
物
の
中
に
「
佐

久
良
家　

沙し
ゃ

弥み

道
西
」
と
あ
り
、
武
士
で

あ
る
儀
俄
氏
の
一
族
が
「
佐
久
良
」
に
勢

力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
中
世
、
四し

本ほ
ん

商
人
に
代
表
さ
れ

る
湖
東
の
有
力
商
人
た
ち
は
、
主
に
東
海

地
方
の
産
物
等
を
扱
っ
て
お
り
、
鈴
鹿
の

山
を
越
え
て
取
引
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ

の
際
、
商
品
の
運
搬
や
警
護
の
た
め
に
、

大
勢
で
商
団
を
組
ん
で
行
動
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
彼
等
の
下
に
は
、
有
力
商

人
に
年
貢
を
納
め
、
代
わ
り
に
品
物
運
搬

や
商
売
の
下
請
け
な
ど
の
権
利
を
与
え
ら

れ
た
「
足あ

し

子こ

」
と
呼
ば
れ
た
小こ

商し
ょ
う

人に
ん

が
多

数
居
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
と
考
え
ら
れ
る
「
得と

く

珍ち
ん
の

保ほ

海か
い

草そ
う

等と
う

馬う
ま

足あ

子し

交こ
う

名み
ょ
う（
今い

ま

掘ぼ
り

日ひ

吉え

神じ
ん

社じ
ゃ

文も
ん

書じ
ょ

）」
に
は
、
杉
、
杣
、
小
谷
、
内
池
と

と
も
に
「
さ
く
ら
の
大
門
の
と
う
太
郎　

し
や
う
し
」
と
あ
り
、
佐
久
良
に
も
足
子

と
し
て
活
動
す
る
商
人
が
居
た
こ
と
を
示

す
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
倉
氏
の
文
化
交
流
の
場
と
し
て

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
桜
谷
に
は
多
く

の
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
小
倉
氏
に
関
係
す
る
も
の
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
佐
久
良
に
は
「
上か

み

の
城
山
」
と

称
さ
れ
る
長な

が

寸す

城じ
ょ
うと
、
小お

倉ぐ
ら

氏し

惣そ
う

領り
ょ
う

家け

の

本
拠
と
さ
れ
、「
下し

も

の
城
山
」
と
称
さ
れ

る
佐
久
良
城
の
跡
が
残
り
ま
す
。
現
存
す

る
遺
構
は
戦
国
時
代
後
半
の
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
記
録
上
は
戦
国
時
代
の
初

め
頃
、
応お

う

仁に
ん

元
年
（
1
4
6
7
）
に
現
れ

ま
す
。
当
時
、
小お

倉ぐ
ら

実さ
ね

澄ず
み

は
、
京

き
ょ
う

極ご
く

家け

の

被ひ

官か
ん

と
し
て
、
愛
知
郡
南
部
か
ら
桜
谷
一

帯
を
治
め
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
拠
点
と

し
て
使
用
し
て
い
た
城
は
「
八
尾
城
（
東

近
江
市
）」
で
、
佐
久
良
に
は
別
邸
が
あ

り
ま
し
た
。
実
澄
が
庇ひ

護ご

し
た
相

し
ょ
う

国こ
く

寺じ

の

学
僧
横お

う

川せ
ん

景け
い

三さ
ん

は
、
実
澄
に
招
か
れ
て
訪

れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
自
身
の
漢
詩
文
集

『
小

し
ょ
う

補ほ

東と
う

遊ゆ
う

集し
ゅ
う』
の
中
で
、「
佐
久
良
と
云

い
、
公
の
私
宅
こ
こ
に
あ
り
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
菊
後
話
梅　

會
小
倉

私
宅
」
と
い
う
題
で
、
漢
詩
を
作
っ
て
お

り
、
佐
久
良
城
の
祖そ

型け
い

と
な
る
屋
敷
が
、

学
僧
た
ち
と
の
文
化
交
流
の
場
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
蒲が

生も
う

貞さ
だ

秀ひ
で

は
、『
智ち

閑か
ん

和
歌
集
』

の
詞

こ
と
ば

書が
き

に
、「
文ぶ

ん

明め
い

7
年
（
1
4
7
5
）
3

月
に
柏

か
し
わ

木ぎ

殿ど
の

佐
久
良
な
ど
に
寄
り
合
い

て
」
と
記
し
て
お
り
、
佐
久
良
で
行
わ
れ

た
実
澄
の
歌
会
へ
参
加
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
蒲
生
氏
と
の

文
化
交
流
も
ま
た
、
佐
久
良
で
行
わ
れ
て

い
た
の
で
し
た
。

町
内
最
古
の
武
将
の
肖
像
画

　

蒲
生
貞
秀
の
ひ
孫
に
あ
た
る
実
隆
は
小

倉
家
の
養
子
と
な
り
、
実
澄
の
菩ぼ

提だ
い

を
弔

と
む
ら

う
た
め
に
仲

ち
ゅ
う

明み
ょ
う

寺じ

を
建
立
し
ま
し
た
。
実

隆
は
近お

う
み江
守し

ゅ

護ご

六ろ
っ

角か
く

氏し

の
被
官
と
し
て
活

躍
し
ま
す
が
、
永え

い

禄ろ
く

7
年
（
1
5
6
4
）

3
月
、和わ

南な
み

山や
ま

の
合
戦
中
に
急
死
し
ま
す
。

そ
の
年
の
12
月
に
建け

ん

長ち
ょ
う

寺じ

の
竹
圃
が
着

ち
ゃ
く

賛さ
ん

し
た
実
隆
の
肖
像
画
は
、
町
内
に
現
存
す

る
最
古
の
武
将
の
肖
像
画
と
し
て
、
ま
た

日
野
町
の
歴
史
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
も

の
で
す
。

小倉実隆像（仲明寺蔵）
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