
社
会
保
険
へ
の
被
扶
養
者
認
定
手
続
き
を�

し
ま
す

　

現
在
、
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
で
、

世
帯
の
中
に
勤
務
先
の
社
会
保
険
に
加
入

中
の
方
が
い
る
場
合
、
次
の
基
準
に
該
当

す
る
と
、
被
扶
養
者
と
し
て
社
会
保
険
に

加
入
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る

方
に
は
、
被
扶
養
者
認
定
の
手
続
き
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
勤
務
先
の
社
会
保
険
に
よ
っ
て

は
扶
養
の
認
定
基
準
が
異
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
先
で
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

○

社
会
保
険
等
の
扶
養
に
な
っ
た
時
の
利

点
は
…

　

国
保
は
被
保
険
者
の
人
数
に
よ
っ
て
保

険
税
が
増
減
し
ま
す
が
、
社
会
保
険
は
新

た
に
被
扶
養
者
が
増
え
て
も
こ
れ
ま
で
の

保
険
料
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○

社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
と
認
定
さ
れ

る
基
準
は
…

・
主
と
し
て
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
る
親
族

・
60
歳
未
満
の
方
は
年
間
収
入
が
１
３
０

万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

・
60
歳
以
上
の
方
、
も
し
く
は
厚
生
年
金
保

険
法
に
よ
る
障
害
年
金
等
の
受
給
を
さ

れ
て
い
る
場
合
は
年
間
収
入
が
1
8
0

万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

・
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
年

間
収
入
の
２
分
の
１
未
満
で
あ
る
こ
と

※  
公
的
年
金
・
失
業
等
給
付
も
年
間
収
入

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○

社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
に
認
定
さ
れ

た
ら
…

　

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

・
新
し
く
被
扶
養
者
と
認
定
さ
れ
た
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証

・
国
保
の
被
保
険
者
証

・
印
鑑（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）

・
窓
口
で
手
続
き
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の（
写
真
付
き
の
も
の
は
１

点
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
２
点
）

・
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
と
健
康
保
険
の
手

続
き
が
必
要
な
方
の
個
人
番
号（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）が
わ
か
る
書
類

を
ご
持
参
の
う
え
、
住
民
課
保
険
年
金
担

当
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

◆
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

線
の
「
七
曲
り
」
と
い
わ
れ
る
坂
道

を
ト
ラ
ッ
ク
に
割
り
木
を
満
載
し
運

ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
信
楽
は
、

奈
良
時
代
の
一
時
期（
7
4
0
年
代
）、

紫し

香が

楽ら
き
の

宮み
や

と
い
う
都
が
お
か
れ
、
信

楽
焼
も
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
発
展
し
て

き
た
、
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
町
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
弁
護
士
連
合
会

が
平
成
の
合
併
に
よ
る
町
村
の
人
口

推
移
を
検
証
、
同
じ
よ
う
な
地
域
・

規
模
の
町
村
を
比
較
し
、
合
併
し
た

町
村
が
し
な
か
っ
た
町
村
よ
り
人
口

の
減
少
率
が
激
し
い
こ
と
を
公
表
し

ま
し
た
。
国
の
「
地
方
制
度
調
査
会
」

で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
近
隣
市
町
で

構
成
す
る
『
圏
域
行
政
』」
は
、
合

併
に
似
て
お
り
小
規
模
自
治
体
の
衰

退
に
つ
な
が
る
と
警
鐘
を
発
し
た
も

の
で
す
。
全
国
町
村
会
も
事
実
上
の

合
併
に
つ
な
が
る
と
し
て
法
制
化
に

反
対
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
旧
信

楽
町
の
人
口
は
、
合
併
し
た
平
成
16

年
と
現
在
を
比
較
す
る
と
20
％
の
減
。

日
野
町
は
7
％
の
減
で
す
。
日
野
町

の
人
口
は
今
年
度
に
な
り
微
増
、
仕

事
に
よ
る
転
入
が
増
え
て
い
る
こ
と

が
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
全
国
に

は
人
口
1
，0
0
0
人
以
下
の
村
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
個
性

を
生
か
し
、
元
気
な
町
を
つ
く
る
為

に
力
を
合
わ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

鎌
掛
地
区
の

「
ふ
る
さ
と
の
絵

屏び
ょ
う
ぶ風
」
が
完
成

し
ま
し
た
。
中
学

生
や
高
校
生
を
含

む
実
行
委
員
会
の

皆
さ
ん
が
約
1
年

か
け
て
作
成
さ
れ

ま
し
た
。
耕
運
機
、

手
植
え
の
田
植
え
、
稲
の
は
さ
が
け
、

結
婚
式
、
亜
炭
鉱
、
オ
オ
サ
ン
シ
ョ

ウ
ウ
オ
な
ど
昭
和
30
年
代
の
懐
か
し

い
風
景
や
民
俗
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
燃
料
は
割
り
木
に
柴
が
中
心
。

木
を
切
り
、
枝
や
松
葉
は
柴
に
結
い
、

幹
は
短
く
切
っ
て
割
り
木
に
。
小
学

校
の
頃
か
ら
斧お

の

を
使
っ
て
割
り
木
に

し
て
い
ま
し
た
。
茅か

や

葺ぶ
き

屋
根
の
屋
根

裏
の
ツ
シ
に
柴
と
割
り
木
を
吊
り
上

げ
貯
蔵
し
ま
し
た
。
風ふ

呂ろ

焚た

き
は
子

ど
も
の
仕
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

N
H
K
の
朝
ド
ラ
「
ス
カ
ー
レ
ッ

ト
」
で
も
子
ど
も
が
風
呂
焚
き
を

す
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み

に
主
人
公
の
川か

わ

原は
ら

喜き

美み

子こ

の
友
達
の

通
っ
て
い
る
高
校
は
、
ロ
ケ
で
旧
鎌

掛
小
学
校
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
主
人

公
は
信し

が

楽ら
き

で
陶
芸
家
に
な
り
ま
す
が
、

信
楽
焼
き
を
焼
く
窯
に
は
割
り
木

が
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
ま
だ

改
良
さ
れ
て
い
な
い
国
道
3
0
7
号

日野町長　藤澤 直広
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お
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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

大
字
鎌
掛　

そ
の
2

　

原
始
か
ら
中
世
の
史し

資し

料り
ょ
うの
数
は
限
ら

れ
ま
す
が
、
残
さ
れ
た
文
化
財
を
丁
寧
に

見
て
い
く
と
、当
時
、鎌
掛
に
生
き
た
人
々

の
強
い
想
い
を
十
分
に
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

中
世
の
人
々
の
想
い
を
伝
え
る

様
々
な
文
化
財

　

藤
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
正

し
ょ
う

法ぼ
う

寺じ

に

は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て

造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
2
躯く

の
「
木も

く

造ぞ
う

天て
ん

部ぶ

像ぞ
う

」
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
町
指
定

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
正
法

寺
の
大だ

い

日に
ち

堂ど
う

に
は
、
天て

ん

文ぶ
ん

13
（
1
5
4
4
）

年
に
造
ら
れ
、
元げ

ん

禄ろ
く

12
（
1
6
9
9
）
年

に
修
理
さ
れ
た
と
い
う
墨ぼ

く

書し
ょ

が
残
る
木も

く

造ぞ
う

大だ
い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

が
伝
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
年
号
と
と
も
に
、
施
主
の
名
や
修
理
し

た
際
の
願が

ん

主し
ゅ

の
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
お

り
、
信
仰
に
対
す
る
想
い
の
一
端
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
方
、
正
法
寺
の
本
堂
東
側
の
斜
面
に

は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
蔵
王
の
米こ

め

石い
し

で
造
ら
れ
た
石せ

き

造ぞ
う

宝ほ
う

塔と
う

が

あ
り
、
背
後
に
「
正

し
ょ
う

和わ

二よ
二
年　

大
戈
乙き

の
と

卯う

十
二
月　

参
日
願が

ん

主し
ゅ

一い
っ

結け
つ

敬け
い

白は
く

」
と
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
「
一
結
」
と

は
、
人
々
が
こ
の
寺
院
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
、
組
織
し
て
い
た
一
定
の
集
団
を
意

味
し
て
お
り
、個
人
だ
け
で
は
な
く
、「
村
」

と
し
て
の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
文
化
財
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

多
く
の
謎
を
秘
め
た
鎌か

い

掛が
け

城じ
ょ
う

跡あ
と

　

正
法
寺
の
北
に
位
置
す
る
城し

ろ

山や
ま

一
帯

に
は
、
町
内
で
最
も
高
い
と
こ
ろ
（
標
高

3
7
3
・
8
メ
ー
ト
ル
、
麓
か
ら
の
高
さ

約
1
5
5
メ
ー
ト
ル
）
に
築
か
れ
た
鎌
掛

城
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
山
頂
か
ら
は
雪ゆ

き

野の

山や
ま

や
八は

ち

幡ま
ん

山や
ま

と
い
っ
た
城
が
築
か
れ
た

山
を
見
渡
せ
る
ほ
か
、
遠
く
琵
琶
湖
ま
で

見
通
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

城
の
遺
構
は
、
山
頂
か
ら
西
側
の
山
麓

一
帯
に
か
け
て
複
数
の
曲く

る

輪わ

（
城
内
の
平

地
部
分
）
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
岩
盤
を

削
っ
て
造
っ
た
土ど

塁る
い

や
堀
、
石
組
み
の
井

戸
跡
な
ど
も
良
好
な
状
態
で
残
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
遺
構
を
観
察
す
る
と
、
中

世
後
期
の
戦
国
時
代
に
築
か
れ
た
城
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
、
築
城
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
当
時
の

記
録
が
全
く
残
っ
て
い
な
い
謎
の
城
で
も

あ
り
ま
す
。

蒲
生
氏
ゆ
か
り
の
城
と
い
う
伝
承

　

鎌
掛
城
が
書
物
に
登
場
す
る
の
は
江
戸

時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
し
か
も

断
片
的
で
す
。
例
え
ば
、
創
築
は
建け

ん

武む

2

（
1
3
3
5
）
年
で
、文ぶ

ん

亀き

2
（
1
5
0
2
）

年
頃
、
蒲が

も

生う

秀ひ
で

行ゆ
き

が
修
築
し
、
家
臣
を
入

れ
守
備
さ
せ
た
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
大

永
3
（
1
5
2
3
）
年
に
音
羽
城
で
敗
れ

た
蒲
生
秀ひ

で

紀の
り

が
鎌
掛
城
へ
退
去
し
、
大
永

5
年
に
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
、
蒲
生
賦ま

す

秀ひ
で

（
氏
郷
）
に
家か

督と
く

を
譲
っ
た
賢か

た

秀ひ
で

が
こ
の

城
に
隠
居
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
他
説
を
記
し
た
書
物
も

含
め
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
伝
承
の
域
を

出
ま
せ
ん
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
廃
城
後
の
延え

ん

宝ぽ
う

年

間
（
1
6
7
3
～
1
6
8
1
）
に
は
、
蒲

生
家
家
臣
の
子
孫
と
称
す
る
人
々
が
山
麓

に
住
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
時
期

と
考
え
ら
れ
る
遺
構
も
確
認
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
鎌
掛
城
跡
は
、
遺
構
と
と

も
に
、
こ
の
城
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の

人
々
の
想
い
が
、
記
録
で
は
な
く
記
憶
に

残
っ
た
城
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

西から見た城山（鎌掛城跡）の全景

正法寺石造宝塔
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