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　広報ひこね３月15日号５ページ「短期在留外国人の脱退一時金制度」内の「年金のための二国間協定」の対象国に、
「ブラジル」「スイス」が追加されました。

お 知 ら せ

敷
遺
跡
で
す
。
妙
楽
寺
遺
跡
か
ら

は
15
世
紀
末
か
ら
16
世
紀
後
半
を

主
体
と
す
る
集
落
が
、
ま
た
古

屋
敷
遺
跡
で
も
14
世
紀
か
ら
16
世

紀
中
頃
の
集
落
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
中
で
も
妙
楽
寺
遺
跡
の
集
落

は
、
条
里
地
割
に
沿
っ
た
水
路
や

道
路
が
整
然
と
短た

ん

冊ざ
く

形が
た

に
区
画
さ

れ
、
区
画
内
は
小
溝
や
塀
に
よ
っ

て
さ
ら
に
小
さ
く
区
画
し
て
屋
敷

を
構
え
て
い
ま
し
た
。
水
路
は
石

組
み
の
護
岸
と
し
、
要
所
に
石
組

み
の
階
段
を
備
え
た
舟ふ

な

入い
り

を
設
け

て
い
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
で
は
多
量
の
貿ぼ

う

易え
き

陶と
う

磁じ

（
※
４
）
が
出
土
し
て
お
り
、

船
を
利
用
し
て
商
業
に
従
事
し
た

「
ま
ち
」
の
姿
が
想
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
当
時
、
日
夏
に
近
い
薩さ

つ

摩ま

や
八
坂
で
は
、「
五ご

箇か

商し
ょ
う

人に
ん

」（
※

５
）
が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
当

集
落
の
人
々
も
、
琵
琶
湖
や
宇
曽

川
を
利
用
し
て
五
箇
商
人
に
準
じ

た
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
、
そ
れ
を
采さ

い

配は
い

し
て
い
た

の
は
他
で
も
な
い
日
夏
氏
の
可
能

性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

妙
楽
寺
遺
跡
・
古
屋
敷
遺
跡
と

も
16
世
紀
末
に
な
る
と
急
速
に
衰

退
し
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
先

日
夏
の
条

じ
ょ
う

里り

地じ

割わ
り

と
日ひ

夏な
つ
の

荘
し
ょ
う

　

日
夏
の
周
辺
は
、
整
然
と
碁
盤

目
に
区
画
さ
れ
た
条
里
地
割
が
良

く
残
っ
て
い
ま
す
。
条
里
地
割
は

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
行
わ
れ

た
土
地
区
画
制
度
に
基
づ
く
地
割

で
、
縦
横
の
一
辺
を
１
０
９
メ
ー

ト
ル
に
区
画
す
る
大
事
業
で
し
た
。

　

文ぶ
ん

和な

２
年
（
１
３
５
３
）
の
記

録
で
は
、
こ
の
頃
、
日
夏
の
地
は

日
夏
荘
と
呼
ば
れ
た
梶か

じ

井い
の

宮み
や

門も
ん

跡ぜ
き

（
※
１
）（
の
ち
の
三
千
院
門
跡
）

の
荘

し
ょ
う

園え
ん

で
あ
り
、
そ
の
後
、
応お

う

永え
い

14
年
（
１
４
０
７
）
頃
ま
で
は
公

家
の
山
科
家
の
荘
園
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
ま
す
。

日
夏
氏

　

日
夏
氏
の
出

し
ゅ
つ

自じ

（
ル
ー
ツ
）
は

明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も

と
日
夏
荘
の
現
地
管
理
を
委ゆ

だ

ね
ら

れ
た
荘

し
ょ
う

管か
ん

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
が
、
し
だ
い
に
日
夏
の
地
を

本
拠
と
し
て
土ど

豪ご
う

（
※
２
）
化
し
、

城
を
築
い
て
戦
国
大
名
に
従
う
よ

う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。『
江ご

う

州し
ゅ
う

佐さ

さ々

木き

南な
ん

北ぼ
く

諸し
ょ

士し

帳ち
ょ
う』（

※
３
）

に
は
、「
日
夏
庄
泉
城
主　

佐
々

▲日夏城跡

木
随
兵　

日
夏
越
前
守
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

地
元
に
残
る
古
文
書
に
は
、
永え

い

禄ろ
く

２
年
（
１
５
５
９
）
の
「
肥
田
城

の
水
攻
め
」
や
、
翌
年
の
「
野
良
田

表
の
合
戦
」
に
勝
利
し
た
浅
井
長
政

の
重
臣
磯い

そ

野の

員か
ず

昌ま
さ

が
、
そ
の
勢
い
で

六
角
方
の
日
夏
氏
を
攻
め
ま
し
た

が
、
首
尾
よ
く
抗
戦
し
て
難
を
逃
れ

た
こ
と
。
そ
の
後
、
浅
井
長
政
の
配

下
と
な
っ
た
日
夏
氏
は
、
元げ

ん

亀き

４
年

（
１
５
７
３
）
の
織
田
信
長
に
よ
る

小
谷
城
総
攻
撃
に
よ
り
、
浅
井
一
族

と
と
も
に
討
死
し
、
や
が
て
日
夏
城

も
没
落
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

日
夏
城
と
そ
の
城
下

　

こ
う
し
て
廃は

い

墟き
ょ

と
な
っ
た
日
夏

城
で
す
が
、
現
在
も
そ
の
城
跡
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
荒

神
山
か
ら
北
へ
伸
び
る
尾
根
の
先

端
近
く
、
唐と

う

崎ざ
き

神
社
の
奥
に
は
、

図
の
よ
う
な
３
つ
の
曲く

る

輪わ

と
堀ほ

り

切ぎ
り

・
土ど

塁る
い

な
ど
で
構
成
さ
れ
る
全

長
１
１
０
メ
ー
ト
ル
余
り
の
城
跡

が
存
在
し
ま
す
が
、
こ
の
城
跡
が

日
夏
城
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
夏
氏
は
、
戦
時
に
は
こ
の
城

を
詰
城
と
し
て
戦
に
備
え
ま
し
た

が
、
平
時
に
は
城
下
の
居き

ょ

館か
ん

で
生

活
し
て
い
ま
し
た
。
居
館
の
位
置

は
い
ま
だ
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
城
下
の
一
端
が
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。
宇
曽
川
右
岸
の
妙
楽
寺
遺
跡

（
泉
古
屋
敷
遺
跡
）
と
左
岸
の
古
屋

述
の
日
夏
氏
の
没
落
と
も
関
連
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
※
１　

皇
族
や
貴
族
が
住
職
を
務

め
る
特
定
の
寺
院
。

※
２　

土
着
の
豪
族
。

※
３　

佐
々
木
一
族
が
近
江
を
支

配
し
た
中
世
に
、
近
江
に
存
在

し
た
城
名
と
城
主
名
を
列
挙
し

た
も
の
。

※
４　

中
国
な
ど
海
外
か
ら
輸
入

さ
れ
た
陶
磁
器
。

※
５　

若
狭
方
面
で
活
躍
し
た
薩

摩
・
八
坂
・
小お

幡ば
た

・
田た

中な
か

江え

・

高た
か

島し
ま

南み
な
み

市い
ち

の
商
業
集
団
。

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員
会

文
化
財
課
☎
26
‐
５
８
３
３
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26
‐
５
８
９
９
番

教
育
委
員
会
文
化
財
課
で

は
、
地
域
に
埋
も
れ
た
文
化

財
資
料
を
探
し
て
い
ま
す
。

ご
存
じ
で
あ
れ
ば
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▶
日
夏
城
縄
張
図　
『
滋
賀
県
中
世
城
郭
分

布
調
査
５
』
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滋
賀
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
出
場
選
手

〈
内
容
〉左
の
表
の
と
お
り　
〈
対
象
〉

市
内
に
在
住
す
る
13
歳
以
上
の
人

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
人
、

療
育
手
帳
を
持
つ
か
そ
の
取
得
に
準

ず
る
障
害
の
あ
る
人　

※
一
部
の
競

技
に
は
障
害
の
種
類
に
よ
っ
て
参
加

で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。　
〈
参

加
料
〉
無
料
。
た
だ
し
、
昼
食
代
、

交
通
費
は
実
費
負
担
の
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技
の
貸
靴
代

は
、
実
費
負
担
に
な
り
ま
す
。〈
問

い
合
わ
せ
先
〉

障
害
福
祉
課
☎

27-

９
９
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７
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番


