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巻頭
特集

　

市
制
施
行
１
２
０
年
に
続
く
開
港
８
５
０
年
、そ
し
て
１
２
８

年
の
歴
史
を
重
な
る
尾
道
駅
舎
の
全
面
改
築
と
、歴
史
の
節
目
を

迎
え
て
い
る
尾
道
市
―
長
い
歴
史
の
中
で
幾
度
と
な
く
あ
っ
た

尾
道
黄
金
時
代
を
振
り
返
っ
て
、こ
の
節
目
を
経
て
、次
な
る

第
四
期
の
黄
金
時
代
到
来
が
待
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

開
港
に
始
ま
る
尾
道
黄
金
時
代
と
は
、そ
も
そ
も
い
つ
ど
の

よ
う
な
時
で
あ
っ
た
か
、こ
こ
に
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

嘉
応
元
年（
1
1
6
8
）11
月
23
日
に
出
さ
れ
た
文
書
で
す
。

　

大
田
庄
は
旧
世
羅
郡
甲
山
町（
現
世
羅
町
）に
広
がっ
た
荘
園

で
、荘
園
と
は
土
地
の
私
有
が
法
律
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、中
央
の
貴
族
や
大
き
な
寺
社
が
こ
ぞ
っ
て
開
発・所
有
し
た

地
方
の
農
地
で
あ
り
、農
地
を
開
発
し
て
収
穫
を
得
る
、そ
の

収
穫
物
は
年
貢
と
し
て
定
期
的
に
所
有
者
で
あ
る
貴
族
や
寺

社
に
送
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

大
田
庄
は
平
氏
が
所
有
し
た
荘
園
と
し
て
開
か
れ
、次
い
で

平
氏
か
ら
後
白
河
法
皇
へ
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
時
、大
田
庄

に
詰
め
る
役
人
が
、大
田
庄
の
内
に
は
年
貢
米
を
保
管
す
る
倉

敷
地
も
な
く
、輸
送
に
際
し
て
不
便
で
あ
る
か
ら
、尾
道
に
そ
の

施
設
と
機
能
を
設
け
て
欲
し
い
と
願
い
出
て
、こ
れ
を
認
め
る

文
書
が
こ
の
嘉
応
元
年
の
文
書
と
な
り
ま
す
。

　

大
田
庄
か
ら
の
年
貢
米
の
中
継
基
地・積
み
出
し
の
港
と
な
っ

た
こ
の
時
を
以
て
、尾
道
開
港
の
起
点
が
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
年
か
ら
数
え
て
8
5
0
年
を
本
年
迎
え
る
訳

で
す
。

　

大
田
庄
か
ら
尾
道
へ
運
び
出
さ
れ
る
年
貢
米
は
、年
間
1
8

4
0
石
余
4
6
0
0
俵（
1
石
は
お
米
約
1
5
0
kg
）に
な
り
、

米
の
他
に
は
胡
麻（
ゴ
マ
）な
ど
も
含
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

　

後
白
河
法
皇
領
で
あ
っ
た
大
田
庄
は
、次
い
で
高
野
山（
金
剛

峯
寺
）へ
寄
進
さ
れ
て
高
野
山
領
と
な
り
ま
し
た
。旧
領
主
で

あ
っ
た
平
氏
が
源
平
争
乱
の
末
に
滅
亡
し
た
の
を
受
け
て
、そ
の

御
霊
を
慰
霊
す
る
為
で
あ
っ
た
と
鎌
倉
幕
府
が
編
纂
し
た「
吾

妻
鏡
」に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
大
田
庄
と
尾
道
倉
敷
地

の
以
後
の
動
向
は
、高
野
山
の
文
書
に
記
録
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

備
後
大
田
庄
が
い
つ
ま
で
存
続
し
た
か
に
つい
て
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
せ
ん
が
、足
利
時
代
の
終
末
か
ら
戦
国
乱
世
の
幕
開

け
の
時
期
が
、そ
の
終
焉
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

足
利
時
代
に
は
中
国・明
の
国
や
朝
鮮
と
の
貿
易（
日
明
貿

易・日
朝
貿
易
）が
行
わ
れ
、そ
の
交
易
船（
遣
明
船
）は
尾
道
の

港
に
も
入
り
ま
し
た
。

　

宝
徳
３
年（
１
４
５
１
）の
入
港
で
は
、尾
道
で
20
日
間
も
長

逗
留
し
た
記
録
が
見
ら
れ
ま
す
が
、風
待
ち・潮
待
ち
だ
け
で

は
な
く
、尾
道
周
辺
か
ら
中
国
山
地
に
か
け
て
の
広
範
囲
の
物

資（
輸
出
品
）が
尾
道
に
集
積
さ
れ
、遣
明
船
に
舶
載
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
と
旧
市
史
の
中
で
青
木
茂
氏
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
地
方
か
ら
輸
出
さ
れ
た
品
に
は
、刀
剣
や
硫
黄
、銅
な

ど
の
鉱
物
か
ら
、漆
器
、屏
風
な
ど
が
あ
り
、明
か
ら
は
生
糸
や

絹
織
物
、明
銭（
永
楽
通
宝
）な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

輸
出
品
と
し
て
は
刀
剣
が
突
出
し
て
い
た
よ
う
で
、足
利
将
軍

か
ら
明
の
皇
帝
へ
の
献
上
品
と
し
て
も
扱
わ
れ
ま
し
た
。刀
鍛

冶
の
刀
工
集
団
が
根
を
張
り
、職
人
街
と
し
て
の
鍛
冶
屋
町
も

形
成
さ
れ
た
尾
道
だ
け
に
、尾
道
刀
工
が
鍛
え
た
刀
剣
も
数
多

く
積
み
出
さ
れ
た
は
ず
で
す
。

　

昭
和
39
年（
１
９
６
４
）に
木
ノ
庄
町
木
梨
の
山
畑
の
崖
か
ら

発
見
さ
れ
た
、７
世
紀
〜
14
世
紀（
古
代
飛
鳥
〜
中
世
室
町
期
）

に
か
け
て
の
大
量
の
中
国
古
銭
53
種
７
５
４
５
枚
な
ど
も
、或
は

こ
の
時
代
の
置
き
土
産
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

対
外
貿
易
の
港
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
こ
の
時
期
の
尾
道
浦

に
は
、水
軍
と
し
て
名
を
馳
せ
る
以
前
の
初
期
の
海
賊
が
姿
を

　

後
白
河
法
皇
の
院
庁（
政
務
機
関
）か
ら
備
後
国
の
役
人
に

宛
て
て
出
さ
れ
た
通
達
文
書
で
、尾
道
村
の
田
畑
五
町（
一
町

1
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
）を
以
て
、大
田
庄
の
倉
敷
地
＝
年
貢
米

の
中
継
基
地・一 

時
保
管
場
所
と
し
、加
え
て
斗
張
郷（
世
羅
町

戸
張
）と
尾
道
村
の
中
の
所
有
者
の
居
な
い
荒
野
を
開
発
し
、

御
領（
皇
室
や
幕
府
が
領
有
す
る
土
地
）と
同
じ
く
に
し
な
さ

い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。平
安
時
代
も
終
わ
り
に
差
し
か
か
っ
た

◆
開
港
の
時
、黄
金
時
代
の
幕
開
け

　
　
　
　
　
　
　
　 

〜
備
後
大
田
庄
と
尾
道
〜

◆
第
二
期
黄
金
時
代
へ
の
序
幕

　
　
　
　
　
　   

〜
交
易
の
港
・
商
港
都
市
へ
〜

後
白
河
院
々
庁
下
文

院
庁
、備
後
の
国
の
在
庁
の
官
人
等
に
下
す

早
く
国
司
庁
宣
に
ま
か
せ
尾
道
村
田
畠
伍（
五
）町
を
以
て

大
田
庄
の
倉
敷
地
と
な
し
、兼
ね
て
又
、斗
張
郷
並
び
に

尾
道
村
無
主
の
荒
野
を
開
発
し
御
領
に
同
じ
く
せ
し
む

べ
き
事
…

ご
し
ら
か
わ
い
ん
い
ん
ち
ょ
う
く
だ
し
ぶ
み

お
お
た
の
し
ょ
う

む  

し
ゅ

ご 

り
ょ
う

と 

ば
り
の
ご
う

こ
く 

し 

ち
ょ
う
せ
ん

か  

お
う

し
ょ
う
え
ん

こ
く

こ
ん
ご
う

ぶ　

じ

あ

づ
ま
か
が
み

み
ん

け
ん
み
ん
せ
ん

ほ
う
と
く

い  

お
う

み
ん
せ
ん

え
い
ら
く
つ
う
ほ
う

し
っ
き

び
ょ
う
ぶ

か
た
な
か

じ

と
う
こ
う

か
じ
や 

ま
ち

き
た

き 

い
と

で
ん
ば
た 

ご

ち
ょ
う

尾
道
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
事
務
局
・
尾
道
新
聞
社
嘱
託
　
林 

良
司
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現
し
て
い
ま
す
。修
交
使
と
し
て
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
の

高
官・老
松
堂
こ
と
宗
希
環
が
記
録
し
た
道
中
記「
老
松
堂
日

本
行
録
」に
よ
る
と
、帰
路
に
再
度
寄
っ
た
尾
道
で
、18
隻
も
の

海
賊
船
と
遭
遇
。通
行
料
の
交
渉
も
あ
って
か
し
ば
ら
く
尾
道

に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
30
年
ほ
ど
後
に
書
か
れ
た「
海
東
諸
国
記
」（
朝
鮮

の
学
者・申
叔
舟
著
）に
も
、「
尾
路（
尾
道
）関
」を
拠
点
に
交
易

活
動
を
展
開
す
る「
海
賊
大
将
軍
」な
る
者
の
存
在
が
見
え
て

お
り
、こ
う
し
た
海
賊
衆
の
活
発
な
動
向
か
ら
も
、当
時
の
尾
道

が
い
か
に
交
通
上・経
済
上
の
要
地
で
あ
っ
た
か
が
窺
い
知
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
他
、中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
社
寺
建
立
と
寄
進
の

数
々
も
、こ
う
し
た
経
済
力
あ
っ
て
成
せ
る
業
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

っ
て
蝦
夷
地（
北
海
道
）を
結
ぶ
航
路
と
し
て
就
航
し
た
大
型

商
船
の
北
前
船（
弁
財
船
と
も
千
石
船
と
も
）は
、委
託
に
よ
る

荷
物
輸
送
で
は
な
く
、船
主
自
体
が
積
み
込
む
商
品
の
荷
主
と

な
る
の
が
特
徴
で
し
た
。寄
港
地
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
日
本
海

沿
岸
の
各
地
で
産
物
を
買
い
入
れ
、そ
れ
を
高
く
売
れ
る
港
に

運
ん
で
売
り
捌
く
と
い
う
業
態
で
、海
の
総
合
商
社
と
い
え
る

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。海
難
の
リ
ス
ク
も
大
き
い
も
の
の
、一
回

の
航
海
で
千
両
、現
在
の
お
金
で
１
億
円
前
後
の
収
益
を
得
る

こ
と
も
で
き
る
巨
大
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
し
た
。

　

尾
道
か
ら
積
み
出
さ
れ
る
産
物
と
し
て
は
、歴
史
の
古
い
塩

や
鍛
冶
製
品
、石
材
、酢
、備
後
特
産
の
畳
表（
備
後
表
）、古
着

や
綿
製
品
な
ど
で
、北
海
道
や
北
陸
方
面
か
ら
は
昆
布
や
鰊
、

鮭
、鰤
、肥
料（
鰊
な
ど
魚
を
原
料
と
し
た
魚
肥
）、米（
秋
田
米

が
知
ら
れ
る
）、材
木
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
で

も
肥
料
の
需
要
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
、尾
道
浜
問
屋
に
は
海

産
物
問
屋
と
並
び
肥
料
問
屋
も
多
く
軒
を
連
ね
ま
し
た
。

　

み
な
と
尾
道
の
隆
盛
に
伴
っ
て
、港
湾
整
備
の
充
実
も
求
め

ら
れ
て
き
ま
す
。元
禄
の
頃
か
ら
港
の
築
調・埋
立
が
進
み
、中

浜
、荒
神
堂
浜
、薬
師
堂
浜
、築
出
浜
、久
保
新
開
、米
場
新
地

と
相
次
い
で
整
え
ら
れ
ま
し
た
。名
奉
行
と
今
に
讃
え
ら
れ
る

平
山
角
左
衛
門
に
よ
る
住
吉
浜
の
築
港
も
こ
の
内
に
含
ま
れ

ま
す
。

　

出
船
入
船
で
賑
わ
う
商
港
都
市
と
し
て
の
機
能
と
存
在
を

確
立
し
た
こ
の
時
期
が
、尾
道
の
第
二
期
黄
金
時
代
で
あ
っ
た

と
い
え
ま
す
。

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
鉄
道
敷
設
は
推
進・反
対
に
分
か
れ
て
の
大
騒
動
を

生
じ
さ
せ
ま
し
た
。線
路
敷
設
予
定
地
か
ら
立
ち
退
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
家
屋
が
４
０
６
４
坪（
敷
地
と
し
て
は
８
８
５
３
坪
）

に
も
及
び
、南
北
に
街
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
で
、生
活・商
業
面

に
支
障
を
来
た
し
、更
に
は
社
寺
の
参
詣
道
も
断
ち
切
ら
れ
る

等
、町
の
様
相
を
激
変
さ
せ
る一大
事
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

鉄
道
を
迎
え
る
か
否
か
で
不
安
と
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
た

尾
道
で
し
た
が
、こ
れ
を
逃
し
て
し
ま
う
と
尾
道
の
次
な
る
発

展
は
無
い
と
し
て
、尾
道
町
を
縦
貫
す
る
形
で
鉄
道
が
敷
か
れ
、

町
の
西
端
に
当
た
る
現
在
地
に
尾
道
駅
が
開
業
し
て
今
に
至
り

ま
す
。

　

近
代
以
降
の
海
上
交
通
を
見
る
と
、北
前
船
は
姿
を
消
し
て

行
き
ま
し
た
が
、そ
れ
に
代
わ
っ
て
瀬
戸
内
海
航
路
か
ら
遠
く

は
中
国・朝
鮮
に
ま
で
往
来
し
た
大
阪
商
船
や
尼
崎
汽
船
部
の

定
期
船
が
寄
港
し
、ま
た
、因
島
や
生
口
島
を
始
め
と
す
る
島

廻
り
の
巡
航
船
な
ど
も
、尾
道
を
本
土
側
の
要
港
と
し
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
海
陸
交
通
を
結
ぶ
要
衝
の
地
と
し
て
、尾
道
は
第

三
期
の
黄
金
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、鉄
道

と
共
に
訪
れ
た
と
言
って
も
過
言
で
は
な
い
第
三
期
黄
金
時
代

に
続
い
て
、こ
の
度
の
新
駅
舎
の
開
業
が
、来
た
る
第
四
期
黄
金

時
代
到
来
へ
の
序
幕
と
な
る
こ
と
が
今
ま
さ
に
待
望
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

海
と
寄
り
添
い
、海
を
軸
に
し
た
歴
史
を
紡
い
で
き
た
尾
道
に
、

次
な
る
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た
の
は
近
代
明
治
の
時
で
し
た
。

　

明
治
24
年（
１
８
９
１
）の
山
陽
鉄
道（
現
在
の
山
陽
本
線
）

の
延
伸・尾
道
駅
の
開
業
は
、そ
れ
ま
で
の
海
路
に
陸
路
が
ク
ロ

ス
し
て
、海
陸
交
通
の
結
節
点
が
こ
こ
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

大
田
庄
の
倉

                                             

敷
地
と
共
に
対

                                             

外
貿
易
の
基
地

                                             

と
し
て
賑
わっ
た

                                             

中
世
に
続
い
て
、

                                             

続
く
近
世
は
国

                                             

内
交
易
の
港
と

                                             

し
て
賑
わ
う
時

                                             

で
し
た
。そ
れ
を

                                             

象
徴
す
る
の
が

                                             

北
前
船
の
往
来

                                             

で
す
。

                                               

大
坂
を
起
点

                                             

に
瀬
戸
内
海
か

                                             

ら
日
本
海
を
回

◆
第
二
期
黄
金
時
代
の
確
立

　
　
　
　
　
〜
北
前
船
の
往
来
と
港
湾
整
備
〜

◆
鉄
道
敷
設
と
共
に
訪
れ
た
第
三
期
黄
金
時
代

                      

〜
海
陸
交
通
の
結
節
点
〜

北前船を描いた尾道の商家発行の引き札（広告チラシ） 明治期
（尾道市市史編さん委員会事務局蔵）

開業して間もない頃の尾道駅構内プラットホーム
（写真絵葉書・尾道学研究会蔵）

中央桟橋に停泊する大阪商船の定期船 昭和初期
（写真絵葉書・尾道学研究会蔵）

ろ
う
し
ょ
う
ど
う

ほ
ん
こ
う
ろ
く

か
い
と
う
し
ょ
こ
く
き

し
ん
し
ゅ
く
し
ゅ
う

お
の
み
ち

え　

ぞ

べ
ざ
い
せ
ん

せ
ん
ご
く
ぶ
ね

び
ん 

ご 

お
も
て

こ
う
じ
ん
ど
う

か
く 

ざ 
え 
も
ん や

く 

し 

ど
う

つ
き
だ
し

こ
め 

ば 

し
ん 

ち
ニ
シ
ン

サ
ケ

ブ
リ

ろ
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し
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ど
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に

そ
う 

き 
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い
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第
19
回 

楽
市
楽
座
収
益
金 

各
学
校
へ
寄
付

　

11
月
3
日
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
楽
市
楽
座
の
収
益
金
を
、

下
記
の
３
校
に
寄
付
を
行
い
ま
し
た
。「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
」を
行
う
に
あ
た
り
各
学
校
の
児
童
は
も
と
よ
り
、

多
く
の
学
校
関
係
者
に
ご
協
力
を
頂
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

子
供
た
ち
の
教
育
環
境
の
向
上
に
つ
な
げ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

趣
旨
で
4
年
前
よ
り
始
め
ま
し
た
。

　

今
年
は
、尾
道
市
栗
原
小
学
校
と
日
比
崎
小
学
校
、世
羅
町

立
世
羅
小
学
校
へ
上
野
部
会
長
、土
山・塚
本
両
副
部
会
長
で

訪
問
し
、日
頃
の
租
税
教
育
に
対
す
る
ご
協
力
への
感
謝
を
伝
え

寄
付
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、尾
道
市
世
羅
町
内
の
小
学
校
13
校
に
寄
付
を

さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

広
島
県 

青
年
の
集
い

ワ
イ
ン
研
修
会

　

３
月
５
日（
火
）A
N
A
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
広
島
に
て

「
平
成
３０
年
度
法
人
会
広
島
県
青
年
の
集
い
」が
開
催
さ
れ

前
田
部
会
長
を
始
め
8
名
で
参
加
し
ま
し
た
。

　

青
年
部
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
租
税
教
育
活
動
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョン
コ
ン
テ
ス
ト
を
８
会
が
行
い
ま
し
た
。事
前
に
行
っ
た

予
選
を
勝
ち
抜
い
た
発
表
、ま
た
今
回
、初
め
て
の
発
表
も
あ

り
、多
く
の
事
例
か
ら
事
業
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、質
の
向
上
に
も

工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
大
変
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。ま
た
、

本
年
度
、我
々
が
取
り
組
み
ま
し
た
、税
の
使
い
方
を
考
え
る

内
容
を
取
り
込
ん
だ
事
例
も
あ
り
、大
変
参
考
に
な
る
有
意

義
な
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

懇
親
会
で
は
単
位
会
の
垣
根
を
超
え
て
交
流
を
図
り
楽
し
い

ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

去
る
２
月
２１
日（
木
）、尾
道
国
際
ホ
テ
ル
に
お
い
て
ソ
ム
リ
エ

の
佐
藤
公
治
氏
を
お
迎
え
し
ワ
イ
ン
研
修
会
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。今
回
は
佐
藤
氏
が
、以
前
か
ら一度
は
や
って
み
た
い
と

考
え
て
い
た
、全
て
を
シ
ャ
ン
パ
ン
と
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
ワ
イ
ン
だ
け

で
行
う
と
い
う
企
画
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

開
催
に
あ
た
り
、佐
藤
氏
は
改
め
て
専
門
書
を
集
め
、年
末

年
始
を
準
備
に
費
や
さ
れ
た
そ
う
で
、自
分
自
身
も
新
た
に

学
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
り
良
い
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と

お
礼
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

研
修
で
は
、シ
ャ
ン
パ
ン
誕
生
の
歴
史
や
製
造
工
程
、品
質
を

保
つ
た
め
の
法
令
な
ど
難
し
い
話
を
楽
し
く
、解
り
や
す
く
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。熟
成
過
程
で
糖
分
を
添
加
し
て
味
わ
い

（
甘
辛
）を
決
め
る
シ
ャ
ン
パ
ン
だ
け
の
特
別
な
作
業
が
あ
る

こ
と
や
、昔
は
今
と
比
べ
る
と
相
当
に
甘
い
シ
ャ
ン
パ
ン
が
飲
ま

れ
て
い
た
こ
と
、時
代
に
よ
っ
て
味
に
も
変
化
が
あ
る
こ
と
な
ど

多
く
の
参
加
者
も
感
心
し
な
が
ら
聞
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
お
話
の
間
に
、世
界
中
で
作
ら
れ
て
い
る
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ

ワ
イ
ン
を
楽
し
み
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
分
か
り
や
す
く
軽
妙

な
語
り
口
で
教
え
て
頂
き
、あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
ま

し
た
。

Part 
16



租
税
教
室
希
望
校
全
校
開
催

平
成
30
年
度

6

【平成30年度 租税教室開催一覧表】

尾道市立久保小学校 H31.1.25 30 佐藤　敏章

尾道市立長江小学校 H30.9.18 23 佐藤　敏章

尾道市立土堂小学校 H31.1.22 56 高橋　武也

尾道市立栗原小学校 H31.1.23 97 宇根本　茂

山本　浩矢尾道市立吉和小学校 H31.1.25 41

尾道市立山波小学校 H31.2.12 34 三谷　祐介

尾道市立日比崎小学校 H31.2.4 103 宇根本　茂

尾道市立美木原小学校 H31.1.29 25 前田　佳宏

尾道市立高須小学校 H31.2.5 145 槙原　　勝

H31.2.15 24 高橋　武也尾道市立西藤小学校

尾道市立浦崎小学校 H31.2.2 26 前田　佳宏

尾道市立向東小学校 H31.2.19 67 柿本　和彦

尾道市立御調中央小学校 H31.1.29 40 土山 八重子

尾道市立御調西小学校 H31.1.28 18 土山 八重子

尾道市立高見小学校 H31.2.6 13 岸上　幸由

尾道市立向島中央小学校 H31.3.4 85 岸上　幸由

尾道市立三幸小学校 H31.1.9 18 佐々木智朗

尾道市立因島南小学校 H31.2.26 64 前田　佳宏

尾道市立因北小学校 H31.2.22 50 柏原　秀幸

尾道市立瀬戸田小学校 H31.2.8 42 柏原　秀幸

世羅町立甲山小学校 H31.2.12 22

世羅町立せらひがし小学校 H31.1.24 21

世羅町立世羅小学校 H30.6.19

1,150名

宮田　隆彦
荒谷　勝之
宮田　隆彦
荒谷　勝之
宮田　隆彦
荒谷　勝之

平川　竜也

合　計 25校

57

尾道市立重井小学校 H30.12.4 23 岸上　幸由

世羅町立せらにし小学校 H30.7.3 26

学校名 開催日 児童数 担当部員

　

青
年
部
会
に
よ
る
平
成
３０
年
度「
租
税

教
室
」が
各
地
で
行
わ
れ
３
月
４
日
の
尾
道

市
向
島
中
央
小
学
校
で
最
終
の
授
業
を
行

い
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
小
学
校
側
か
ら
開
催
の
要
望

の
あ
っ
た
、尾
道
市
と
世
羅
町
の
公
立
小
学
校

２８
校
中
２５
校
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

受
講
し
た
児
童
数
は
１
１
５
０
名
と
な
り

ま
し
た
。

　

小
学
６
年
生
を
対
象
に
し
た「
租
税
教
室
」

は
、平
成
１７
年
か
ら
尾
道
市・世
羅
町
内
５
校

で
始
ま
り
本
年
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

夏
休
み
前
か
ら
翌
年
の
３
月
ま
で
と
開
催

時
期
が
長
期
に
わ
た
り
、本
年
度
は
豪
雨
災

害
に
よ
る
断
水
等
に
よ
り
開
催
日
が
変
更
に

な
る
な
ど
、学
校
も
授
業
を
担
当
す
る
部
会

員
も
例
年
に
な
い
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。

　

児
童
に
は
身
近
に
使
わ
れ
て
い
る
税
の
大

切
さ
、皆
で
助
け
合
う
こ
と
の
大
事
さ
を
伝

え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

青
年
部
会
と
し
て
初
め
て
の
財
政
教
育

授
業
と
な
っ
た
西
藤
小
学
校
で
は
、授
業
終

了
後
に
児
童
と
松
浦
尾
道
税
務
署
長
、手
塚

会
長
と
共
に
事
業
終
了
を
祝
って
記
念
撮
影

を
行
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、開
催
に
あ
た
り
準
備
段
階
よ
り
、

快
く
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
各
学
校
の
校
長

先
生
を
は
じ
め
、学
校
関
係
者
の
皆
さ
ま
に

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。



青
年
部
会 

財
政
教
育
活
動

　

昨
年
度
、長
久
尾
道
税
務
署
長
が
初
め
て
行
っ
た
財
政
教
育

を
引
き
継
ぐ
形
で
、財
政
教
育
の
授
業
を
行
い
ま
し
た
。新
年

度
に
槇
原
勝
君
を
委
員
長
と
す
る
財
政
教
育
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、教
育
委
員
会
と
の
打
合
せ
の
後
、7
月
に
校
長
会
へ
出
向

き
実
施
校
の
募
集
を
行
い
、協
議
の
末
に
尾
道
市
立
西
藤
小

学
校
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
先
は
、西
藤
小
学
校
の
P
T
A
会
長
で
も
あ
る

高
橋
武
也
君
を
中
心
に
地
域
の
課
題
の
抽
出
を
行
い
、並
行

し
て
広
島
国
税
局・尾
道
税
務
署
と
も
情
報
交
換
を
図
り
な

が
ら
、プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
い
き
ま
し
た
。私
た
ち
が
、ひ
な

型
と
し
て
作
っ
て
い
た「
少
子
高
齢
化
」「
空
き
家
対
策
」と
実

際
の
現
場
で
の
課
題
の
違
い
が
あ
り
、豪
雨
災
害
を
受
け
て
の

復
旧
や
災
害
対
策
を
盛
り
込
む
な
ど
、よ
り
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

な
授
業
と
な
り
ま
し
た
。

　

授
業
は
西
藤
小
学
校
区
を
1
0
0
人
が
住
む「
西
村
」と

し
て
1
0
0
万
円
の
税
収
を
何
に
使
う
の
か
を
個
人
で
考
え
て

グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
て
発
表
す
る
と
い
う
形
で
行
い
ま
し
た
。

　

ど
ん
な
地
域
を
創
り
た
い
か
を
考
え
て
、そ
の
た
め
の
予
算

付
け
を
児
童
各
々
が
考
え
、グ
ル
ー
プ
で
討
議
し
て
私
た
ち
の

想
像
を
超
え
る
素
晴
ら
し
い
意
見
が
沢
山

出
ま
し
た
。

　

ま
と
め
と
し
て
、皆
さ
ん
で
住
ん
で
い
る

地
域
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

色
々
な
考
え
が
あ
り
ど
れ
も
良
い
発
表
で

し
た
。限
ら
れ
た
予
算
で
は
み
ん
な
の
言
う

こ
と
全
て
を
行
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

し
か
し
、話
し
合
って
み
ん
な
で
決
め
た
こ

と
は
、み
ん
な
で
守
って
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。と
伝
え
て
初
め
て
の
財
政
教
育
活

動
を
終
え
ま
し
た
。

　

事
業
実
施
に
あ
た
り
、多
く
の
皆
様
の

ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。改
め
て
感
謝

い
た
し
ま
す
。

　
　

１
月
２７
日（
日
）広
島
市
の
福
屋
駅
前
店
６
Ｆ

「
マ
ル
チ
の
広
場
」に
お
い
て
県
内
１６
法
人
会
で
構

成
さ
れ
る（
一
社
）広
島
県
法
人
会
連
合
会
主
催
の

「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」表
彰
式
並

び
に
作
品
展
示
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」は
小
学

６
年
生
を
対
象
に
税
に
対
す
る
関
心
を
高
め
よ
う

と
女
性
部
会
が
中
心
と
な
り
全
国
で
展
開
し
て

い
る
事
業
で
す
。

　

３０
年
度
は
県
内
３
７
５
校
１
９
１
９
８
名
の
応

募
が
あ
り
、各
法
人
会
で
入
賞
し
た
２
２
０
の
力
作

が
展
示
さ
れ
、各
部
門
に
選
ば
れ
た
児
童
に
賞
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
会
か
ら
も
５
作
品
が
入
賞
し
ま
し
た
。

　
レ
ベ
ル
の
高
い
作
品
に
、多
く
の
来
場
者
の
方
が

感
心
し
て
観
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

7

【銅賞】山本 柚稀
（尾道市立向島中央小学校）

【入選】小松 香惠
（尾道市立御調中央小学校）

【入選】多田 寛希
（尾道市立日比崎小学校）

【入選】石田 樹璃菜
（尾道市立御調中央小学校）

【入選】用元 秀悟
（尾道市立瀬戸田小学校）

税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル 

広
島
県
法
人
会
連
合
会 

入
賞
作

入賞作品



税の
コーナ

ー
飲食料品の販売がない事業者の方についても、

軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要です！

・ ・

8
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社長に聞く
自然のめぐみ
　　　　「世羅台地」

Vol.141

社 長  玉浦 洋明さん

世羅町商工会会長
株式会社 玉浦商栄社

10

　

今
回
は
世
羅
町
で
記
念
品
、贈
答
品
等
の

販
売
を
さ
れ
て
い
る
玉
浦
商
栄
社
の
玉
浦
社

長
を
訪
ね
ま
し
た
。昭
和
30
年
の
お
生
ま
れ
で

奥
様
と
お
嬢
さ
ん
2
人
の
4
人
家
族
で
す
。

創
業
は
1
9
5
3
年
で
、ご
尊
父
が
久
井
町
で

タ
オ
ル
、マッ
チ
、カ
レ
ン
ダ
ー
等
の
販
売
を
始
め

ら
れ
た
そ
う
で
す
。大
学
卒
業
時
に
ご
尊
父

が
体
調
を
崩
し
て
お
ら
れ
、卒
業
と
同
時
に

帰
省
さ
れ
会
社
に
入
ら
れ
て
い
ま
す
。福
山
、

広
島
、三
次
に
支
店
、営
業
所
等
を
設
け
て

お
ら
れ
幅
広
く
営
業
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

冠
婚
葬
祭
を
は
じ
め
中
元
歳
暮
等
の
贈
答

品
の
販
売
を
中
心
と
し
て
営
業
さ
れ
て
い
ま

す
。先
代
か
ら
引
き
継
い
だ「
親
切
第
一
」を

経
営
理
念
と
し
て
掲
げ
、実
践
さ
れ
て
き
て

い
ま
す
。農
業
の
盛
ん
な
世
羅
町
と
い
う
土

地
柄
、全
農
ひ
ろ
し
ま（
広
島
経
済
連
）を

通
じ
、J
A
な
ら
び
に
組
合
員
の
皆
様
と
長

い
お
取
引
を
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
元
年
に

社
長
に
就
任
さ
れ
、今
年
6
月
か
ら
は
世
羅

町
商
工
会
会
長
に
就
任
し
て
お
ら
れ
、ご
本

人
も
想
像
し
た
以
上
に
忙
し
い
公
務
の
毎
日

だ
そ
う
で
す
が
、大
好
き
な
ふ
る
さ
と
世
羅

町
の
お
世
話
と
あ
っ
て
、全
力
で
ご
活
躍
の

毎
日
で
す
。

「
住
み
続
け
た
い
日
本一の
ふ
る
さ
と
」世
羅
町

　

玉
浦
さ
ん
が
商
工
会
会
長
を
務
め
る
世
羅

町
は
通
称「
世
羅
台
地
」と
よ
ば
れ
人
口
は

1
6
0
0
0
人
余
、瀬
戸
内
海
に
流
れ
る

芦
田
川
水
系
と
、日
本
海
に
流
れ
る
江
の
川

水
系
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
ま
す
。標
高
は

3
0
0m
か
ら
5
0
0m
あ
り
、昼
夜
の
寒
暖

差
が
大
き
く
、良
質
な
水
と
豊
か
な
陽
ざ
し

に
よ
っ
て
、お
い
し
い
農
作
物
が
育
つ
の
に
は

絶
好
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

備
後
随
一の
穀
倉
地
帯
と
し
て
古
く
は
大
田

庄
と
呼
ば
れ
、こ
こ
で
収
穫
さ
れ
た
米
を
紀

伊
の
高
野
山
に
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
収
め

る
た
め
に
尾
道
に
港
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う

歴
史
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
大
森

と
尾
道
を
結
ぶ
石
見
銀
山
街
道
の
宿
場
町

と
し
て
も
賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

豊
か
な
自
然
環
境
を
大
切
に
し
、伝
統
文

化
を
守
り「
住
み
続
け
た
い
日
本
一の
ふ
る
さ

と
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
商
工
会
も
地
域
住
民

と一体
と
な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
る
そ
う
で
す
。

　

都
会
か
ら
の
U
タ
ー
ン
は
も
ち
ろ
ん
、移
住

希
望
者
に
対
し
て
も
官
民
挙
げ
て
積
極
的

に
支
援
し
て
い
く
体
制
を
作
っ
て
い
ま
す
。

定
住
支
援
策
と
し
て
は
、空
き
家
の
登
録
、

紹
介
な
ど
の
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
、新
規
就

農
希
望
者
に
対
し
て
の
研
修
制
度
や
就
農

時
の
補
助
金
制
度
、子
育
て
家
庭
へ
の
家
賃

補
助
や
保
育
料
の
半
額
支
援
な
ど
が
用
意

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
　  

「
花
と
フ
ル
ー
ツ
」の
世
羅
台
地

　

全
国
に
先
駆
け
て
農
業
の
6
次
産
業
化

を
目
指
し
、そ
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

設
立
し
、全
国
的
に
も
高
い
評
価
を
得
て
い

ま
す
。農
業
生
産
だ
け
で
な
く
、食
品
加
工
、

流
通
、販
売
ま
で一貫
し
て
手
掛
け
、利
益
を

生
み
出
し
て
い
く
新
し
い
産
業
の
形
態
で
す
。

生
産
観
光
農
園
、果
樹
農
園
、産
地
市
場
、

農
畜
産
加
工
グ
ル
ー
プ
な
ど
、70
を
超
え
る

団
体
が
加
盟
し「
町
中
が
農
村
公
園
」を
め

ざ
し
て
活
発
な
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
心
と
し
て
商
工
会
も
積
極
的
に
行
動

さ
れ
て
い
ま
す
。ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
施
設

と
し
て「
夢
高
原
市
場
」を
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ

ッ
プ
と
し
て「
せ
ら
夢
公
園
」内
に
開
設
し
、

6
次
産
業
化
の
さ
ら
な
る
推
進
、町
全
体
の

農
村
公
園
化
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。公
園
内

に
は「
せ
ら
県
民
公
園
」と「
せ
ら
ワ
イ
ナ

リ
ー
」が
あ
り
、世
羅
産
の
ブ
ド
ウ
を
使
っ
た

ワ
イ
ン
が
販
売
さ
れ
、ワ
イ
ン
と
一
緒
に
楽
し

め
る
レ
ス
ト
ラ
ン
も
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
ブ
ド
ウ
に
魅
了
さ
れ
世
羅
町
に
移

住
し
て
き
た
カ
ナ
ダ
人
が
家
族
と
共
に
運

営
す
る
ブ
ド
ウ
園
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

町
内
に
は
8
つ
の
花
観
光
農
園
が
あ
り
、

桜
、チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、ゆ
り
、ラ
ベ
ン
ダ
ー
、紫
陽

花
、ひ
ま
わ
り
、コ
ス
モ
ス
、と
一
年
を
通
し

て
楽
し
め
る
ほ
ど
町
中
が
多
く
の
花
に
包

ま
れ
て
お
り
、「
花
め
ぐ
り
」を
楽
し
み
に

年
間
を
通
し
て
多
く
の
観
光
客
が
押
し
寄

せ
て
い
ま
す
。

　

世
羅
産
品
を
数
多
く
な
ら
べ
た
、世
羅

道
の
駅
も
大
変
な
人
気
で
、全
国
道
の
駅

満
足
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
2
0
1
8
年
に
全
国

で
第
三
位
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

高
速
道
路
の
尾
道
松
江
線
の
開
通
と
広

島
中
央
フ
ラ
イ
ト
ロ
ー
ド
の
開
通
に
よ
っ
て

交
通
の
要
と
も
な
り
、今
後
も
各
地
か
ら

の
観
光
客
の
増
加
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

商
工
会
も
ま
ち
づ
く
り
の
ま
と
め
役
と
し
て

行
政
、企
業
、住
民
と
協
力
し
て
こ
の
チ
ャ

ン
ス
を
逃
が
す
こ
と
な
く
町
の
魅
力
を
国
内

は
も
と
よ
り
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
い

か
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
し
た
。
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

［法人課税］

　平成３１年度税制改正では、消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策
が講じられるとともに、車体課税について、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しが行われました。さらに、デフレ
脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等が行われました。
　法人会では、昨年９月に「平成３１年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提言
活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制や事業承継に関する税制の見直しなど法人会
の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

１．中小法人に適用される軽減税率の特例
法人会提言

・中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を時限措置（平成
 ３１年３月３１日まで）ではなく、本則化する。なお、直ちに本則化
 することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭和５６年
以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

・中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期限が２年延長され
 ました。

改正の概要

［事業承継税制］

2．中小企業投資促進税制
法人会提言

・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、
 「中古設備」を含める。適用期限が平成３１年３月３１日までと
 なっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用
 期限を延長する。

・中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成２９年度に改組
 された中小企業経営強化税制について、事業年度末が迫った
 申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び適用期限
 （平成３１年３月３１日まで）を延長すること。

・中小企業投資促進税制の適用期限が２年延長されました。

・中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の範囲
 の明確化及び適正化が行われ、適用期限が２年延長されました。

 
改正の概要

1．相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
法人会提言

・平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、
 １０年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評価
 できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう求める。

・贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が２０歳以上から
 １８歳以上に引き下がります（２０２２年４月１日以後の贈与より
 適用）。

・一定のやむ得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社
 ・資産運用型会社に該当した場合、その該当した日から６月内に
 これらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に
 該当しないこととなります。

・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の
 適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付
 書類が不要となる等、手続きの簡素化が行われます。

［その他］

改正の概要

1．少子化対策
法人会提言

・企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育
 事業のさらなる活用に向けて検討する。

・企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税等
 の課税標準の特例措置の適用期限が２年延長されました。

改正の概要

2．ふるさと納税制度
法人会提言

・納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと納税」
 本来の趣旨に沿った見直しが必要である。

・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体に
 ついては、ふるさと納税（特例控除）の対象外とすることができる
 よう、制度の見直しが行われます。

改正の概要





行　　事　　名曜日日月 場　所

5月

4月
22 月 総務委員会・財務委員会合同会議 尾道商工会議所ビル 301号室
25 木

26 金

22 水

第14回全国女性フォーラム（富山大会） 富山産業展示館（富山県富山市）

第2回総務委員会 尾道商工会議所ビル 301号室

第1回理事会
講演会
監査会

ベイタウン尾道組合会館 会議室

14 火

県法連 第1回理事会・厚生推進協議会 リーガロイヤルホテル広島31 金
県法連 第1回税制委員会 ホテルグランヴィア広島11 火
県法連 第6回通常総会
県法連 青連協第1回正副会長会・理事会
県法連 女連協第1回正副会長会・理事会
生口支部 『リフレッシュ瀬戸内』 海浜清掃活動
第2回研修委員会
第2回広報委員会
県法連 第1回広報委員会
県法連 女連協第2回正副会長会
県法連 第1回総務委員会
県法連 広島県青年の集い 第1回実行委員会
県法連 第1回組織委員会
県法連 第1回厚生委員会
厚生制度推進協議会「感謝の集い」
第3回理事会
第3回総務委員会
第3回広報委員会
8・9・10・11月決算法人説明会
新設法人説明会
県法連 広島県青年の集い第2回実行委員会
県法連 青連協第2回正副会長会・理事会
中法連 第44回定期総会

リーガロイヤルホテル広島

サンセットビーチ（尾道市瀬戸田町）

27 木

7 日

第8回通常総会
第2回理事会

尾道国際ホテル

　

今
年
の
10
月
に
は
、消
費
税
が
10
％
に
増
税
さ
れ
、そ
れ

に
合
わ
せ
て
飲
食
料
品
は
8
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　
５
％
か
ら
８
％
に
増
税
さ
れ
た
際
は
、増
税
前
の
駆
け

込
み
需
要
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
出
す
が
、今
回
も
飲

食
料
品
が
軽
減
適
用
の
適
用
に
な
っ
て
も
前
回
同
様
の

駆
け
込
み
需
要
は
予
想
さ
れ
る
。

　

消
費
税
が
10
％
に
な
っ
て
も
生
活
が
大
き
く
変
わ
る

と
は
思
わ
な
い
が
、今
回
の
軽
減
税
率
の
適
用
に
あ
た
り
、

個
人
的
に
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
等
で
、店
内
で
食
事
を

す
る
と
10
％
、テ
イ
ク
ア
ウ
ト
は
８
％
と
な
る
の
で
、支
払

金
額
を
考
え
て
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
８
％
を
選
択
す
る
の
か

な
と
思
って
い
る
。

　

あ
と
、話
は
変
わ
る
が
球
春
到
来
！
赤
い
シ
ー
ズ
ン
の

幕
開
け
で
あ
る
。

　

今
年
は
、F
A
で
丸
が
巨
人
に
移
籍
し
た
代
わ
り
に
、

長
野
が
巨
人
か
ら
移
籍
し
て
き
た
。丸
の
穴
は
大
き
い

か
も
し
れ
な
い
が
、長
野
や
新
人
の
小
園
、中
堅
と
な
り

つつ
あ
る
野
間
、西
川
、下
水
流
等
期
待
で
き
る
選
手
は

次
々
に
控
え
て
い
て
、そ
の
穴
を
十
分
に
埋
め
て
く
れ
る

事
を
期
待
し
て
い
る
。

　

今
年
こ
そ
悲
願
の
日
本
一
を
目
指
し
て
！
頑
張
れ

カ
ー
プ
！　

                                        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
K.
O
）

・
し
だ
れ
梅
満
開
に
酔
う
小
鳥
た
ち

・
引
き
際
の
良
さ
で
男
見
直
さ
れ

・
春
風
に
桜
舞
い
散
り
ほ
ほ
に
キ
ス

・
庭
先
の
若
葉
の
光
照
り
返
す

・こ
れ
か
ら
は
自
由
に
選
ぶ
旅
の
地
図

因
の
島
ガ
ス　
　           

村
上
祐
司

川
柳

（株）

編
集
後
記

6月

7月

9月

8月

13

支　部 法　　人　　名 所　　在　　地

平成31年3月25日現在　会員数1,923社

医療法人 ささき皮膚科 尾道市高須町4788-10
尾道東

尾道西

皮膚科
（有）友愛 尾道市高須町4837-13 放課後等デイサービス
（医）社団啓卯会 村上記念病院 尾道市新浜1丁目14-26 総合病院

世羅郡 松茸の仕入及び販売（株）世羅の大地 世羅郡世羅町西神崎958-1

業　種

※平成31年3月25日現在の予定につき、日程が変更となる場合がございます。




