
さ
れ
て
く
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
最
近
で
は
シ
ャ
レ
た
喫
茶
店
や

カ
フ
ェ
も
で
き
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
毎
年
、
台
風
や
集
中
豪

雨
で
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
日

野
町
で
も
避
難
勧
告
な
ど
を
発
令
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
「
自
助
、共
助
、

公
助
」
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
大
切
で

す
。
町
で
は
防
災
対
策
を
強
化
す
る

た
め
、
こ
れ
ま
で
の
日
野
め
～
る
や

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
エ
リ
ア
メ
ー
ル

に
加
え
て
、
独
自
の
「
日
野
町
防
災

ア
プ
リ
」
と
い
う
方
法
で
防
災
情
報

を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
に
伝
達
す

る
仕
組
み
を
つ
く
り
ま
す
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
使
わ
れ
な
い
高
齢
者
の

み
世
帯
に
は
防
災
情
報
を
伝
え
る
個

別
受
信
機
を
設
置
す
る
予
定
で
す
。

合
わ
せ
て
、
高
齢
者
な
ど
一
人
で
避

難
が
で
き
な
い
方
を
支
援
す
る
た
め

「
災
害
時
要
支
援
者
名
簿
」
を
民
生
委

員
さ
ん
や
区
長
さ
ん
と
相
談
し
作
成

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
田
舎
に

は
あ
る
顔
が
見
え
る
関
係
を
い
か
し

た
共
助
、
公
助
の
仕
組
み
を
作
り
防

災
対
策
を
強
化
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

納
涼
祭
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
は
、
打
ち

上
げ
花
火
、
夏
の
夜
空
に
輝
き
ま
す
。

地
域
を
支
え
暮
ら
す
人
た
ち
、
コ
ツ

コ
ツ
と
生
き
る
人
た
ち
が
報
わ
れ
る

社
会
を
つ
く
る
た
め
に
力
を
合
わ
せ

ま
し
ょ
う
。

　

納
涼
祭
は
夏
の

風
物
詩
。
公
民
館

や
集
落
で
開
催
さ

れ
ま
す
。
今
年
の

梅
雨
入
り
は
6
月

末
、
梅
雨
明
け
は

7
月
末
と
遅
く
な

り
、
気
温
も
あ
ま

り
高
く
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
7
月
13
日
は
、
南
比
都

佐
地
区
の
納
涼
祭
。
あ
い
に
く
の
小

雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
ぎ
や
か
。
各

集
落
の
模
擬
店
の
焼
き
そ
ば
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
、
綿
菓
子
な
ど
大
繁
盛
。

さ
す
が
に
か
き
氷
の
客
足
は
少
な
め

で
し
た
が
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

恒
例
の
盆
踊
り
、
傘
を
手
に
し

て
踊
る
人
も
い
る
中
、
公
民
館
実
行

委
員
の
皆
さ
ん
は
浴
衣
姿
で
踊
り
を

リ
ー
ド
、
大
き
な
輪
に
な
り
ま
し
た
。

濡
れ
た
髪
に
そ
っ
と
手
を
そ
え
る
し

ぐ
さ
は
静
か
に
美
し
い
。
こ
の
町
に

暮
ら
し
地
域
を
支
え
る
地
域
の
人
た

ち
。
い
ろ
ん
な
分
野
で
い
ろ
ん
な
人

た
ち
が
役
割
を
担
い
活
躍
さ
れ
て
い

ま
す
。
田
舎
に
は
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
映
画
館
な
ど

の
娯
楽
施
設
は
な
い
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ

と
う
っ
と
う
し
い
こ
と
も
あ
る
け
れ

ど
温
か
い
人
間
関
係
が
息
づ
い
て
い

ま
す
。
田
舎
の
良
さ
を
求
め
移
住

日野町長　藤澤 直広
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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
皆
さ
ん
を
対
象

に
、
年
に
数
回
、
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
、
子
ど
も
支
援
課
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対
す
る
臨

時
・
特
別
給
付
金
の
支
給
事
業
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
令
和
元
年
10
月
31
日
時
点

で
、こ
れ
ま
で
に
法
律
婚
を
し
た
こ
と
が
な
い
方

を
対
象
に
臨
時
の
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
の
方
は
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
時
に

別
途
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

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
の
中
で
困
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
と　
き 

8
月
22
日（
木
）

　
　
　
　

 

午
前
10
時
か
ら
午
後
3
時
ま
で

●
と
こ
ろ 

子
ど
も
支
援
課

●
そ
の
他 

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　
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
を
忘
れ
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い

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 身体また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42,910円　●一部支給 月額
10,120円 ～ 42,900円 ●2人目の子ども…
上記金額に5,070円 ～ 10,140円を加算 ●
3人目以降の子ども…1人につき3,040円 ～
6,080円を加算

子ども1人あたり
●1級（重度）　月額52,200円
●2級（中度）　月額34,770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（木）～8月30日（金） 所得状況届　8月9日（金）～9月11日（水）
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　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
彩
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

川
原

　

日
野
町
の
北
東
部
、
佐
久
良
川
の
上
流

域
に
位
置
し
て
お
り
、
北
は
杉
、
東
は
原
、

南
は
西
明
寺
と
小
野
、
西
は
杣
に
接
し
て

い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
石
造
品
は
語
る

　

川
原
の
開
発
が
い
つ
か
ら
行
わ
れ
た
の

か
は
不
明
で
す
が
、
集
落
の
南
東
丘
陵

上
に
は
薬や

く

師し

堂ど
う

が
建
っ
て
お
り
、
そ
の

参
道
左
側
に
あ
る
小
さ
な
石
塔
の
一
群

に
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
文ぶ

ん

保ぽ
う

元
～
元げ

ん

応お
う

2
（
1
3
1
7
～
2
0
）
年
ご
ろ
と
考
え

ら
れ
る
「
石せ

き

造ぞ
う

宝ほ
う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う
（
町
指
定
文
化

財
）」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
石い

し

子こ

山や
ま
（
小

野
）
の
花か

崗こ
う

岩が
ん

で
造
ら
れ
た
こ
の
塔
は
、

平
成
5
年
度
に
解
体
修
理
に
伴
う
発
掘

調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
土
壇
部
分
か
ら

13
世
紀
後
半
の
土は

師じ

器き

皿ざ
ら

の
ほ
か
、
火
葬

骨
の
破
片
や
13
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
16
世
紀

の
土
師
器
片
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
宝

篋
印
塔
と
は
、「
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

陀だ

羅ら

尼に

経き
ょ
う」
と

い
う
経
典
を
納
め
て
ま
つ
っ
た
も
の
で
し

た
が
、
時
代
が
移
る
に
つ
れ
て
供
養
塔
や

墓
石
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
薬
師
堂
の
宝
篋
印
塔
は
、
初
め
か
ら

墓
石
と
し
て
ま
つ
ら
れ
た
あ
と
、
追
善
供

養
や
修
理
な
ど
が
行
わ
れ
た
痕
跡
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
当
時
の
先
祖
供
養
の
様
子
が

う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
中
世
に
は
こ
の

一
帯
の
開
発
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す

資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
倉
氏
の
要
路
上
に
位
置
し
た
川
原

　

応お
う

永え
い

28
（
1
4
2
1
）
年
の
藤ふ

じ

切き
り

神
社

（
東
近
江
市
）
の
奉ほ

う

加が

記
録
に
「
一
貫　

椙す
ぎ

杣そ
ま

」
と
あ
り
、
中
世
に
は
杉す

ぎ

杣そ
ま

郷ご
う

を
構

成
す
る
村
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
藤
切
神
社
が
建
つ
甲こ

う

津づ

畑は
た
（
東

近
江
市
）
は
、
当
時
伊
勢
と
近
江
を
結
ぶ

重
要
路
で
あ
っ
た
千ち

種く
さ

越ご
え

沿
い
の
集
落

で
、
そ
こ
か
ら
分
岐
し
た
道
は
、
川
原

と
原
の
境
界
付
近
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。

　

戦
国
時
代
の
前
半
、
こ
の
一
帯
は
小
倉

氏
が
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
勢
力
は
、
桜

谷
か
ら
神か

ん

崎ざ
き

郡ぐ
ん

南
部
（
東
近
江
市
）
に
お

よ
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

為
、
こ
の
道
は
小
倉
氏
と
し
て
も
重
要
で

あ
り
、
付
近
で
は
数
度
に
わ
た
り
合
戦
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

川
原
の
東
端
に
あ
た
る
通
称
「
城
ノ
コ

シ
、
城
山
」
と
呼
ば
れ
る
低
丘
陵
上
に

は
、
こ
う
し
た
歴
史
を
伝
え
る
遺
跡
で
あ

る
「
園お

ん

城じ
ょ
う

跡あ
と

」
が
残
っ
て
い
ま
す
。

中
世
の
小
さ
な
名
城
「
園
城
」

　

永え
い

禄ろ
く

7
（
1
5
6
4
）
年
3
月
、
永
源

寺
に
お
け
る
守し

ゅ

護ご

六ろ
っ

角か
く

氏し

の
代
官
で
あ
っ

た
小お

倉ぐ
ら

実さ
ね

隆た
か

は
、
六
角
氏
の
命
令
に
従
わ

な
い
和わ

南な
み
（
東
近
江
市
）
の
小お

倉ぐ
ら

右う

近こ
ん
の

大た
い

夫ふ

を
攻
め
ま
す
が
、
そ
の
最
中
に
急
死
し

て
し
ま
い
ま
す
。
戦
は
そ
の
後
、
桜
谷
に

広
が
り
、
5
月
1
日
の
佐さ

久く

良ら

表お
も
ての
合
戦

で
は
、
六
角
方
で
あ
る
寺て

ら

倉く
ら

氏
の
被
官

「
園お

ん

城じ
ょ
う

式し
き

部ぶ
の

丞じ
ょ
う」
が
、
小
倉
右
近
大
夫
の

家
臣
を
討
ち
捕
っ
て
い
ま
す
。

　

園
城
跡
に
関
す
る
当
時
の
記
録
は
な

く
、
大
正
年
間
に
編
纂さ

ん

さ
れ
た
『
近
江
蒲

生
郡
志
』
に
は
、
園お

ん

城じ
ょ
う

式し
き

部ぶ

大だ

輔ゆ
う

邸
跡
が

園
城
跡
を
指
す
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

杣
に
あ
っ
た
別
の
城
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
園
城
跡
に
は
、
規
模
は
小
さ
い

も
の
の
、
2
つ
の
曲く

る

輪わ

（
城
内
の
平
地
部

分
）
や
堀
が
良
好
に
残
っ
て
い
ま
す
。
特

に
、
主し

ゅ

郭か
く
（
中
心
と
な
る
曲
輪
）
を
取
り

囲
む
よ
う
に
丘
陵
の
斜
面
に
堀
を
巡
ら
せ

る
例
は
、
近
隣
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
戦

国
時
代
の
中
ご
ろ
以
降
に
築
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
の
城
は
、
重
要
な
交
通
路
の

監
視
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の

人
々
が
戦
乱
の
世
を
生
き
る
延
び
る
た
め

に
考
え
出
し
た
知
恵
の
一
端
を
、
現
代
に

伝
え
て
く
れ
る
遺
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

薬師堂の石造宝篋印塔

園城跡に残る堀の跡
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