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新村長 舟
ふ な き

木 幸
こういち

一 就任！

プロフィール
●生年月日 昭和３１年６月４日（６１歳）
●略 歴

                         福島県立川口高等学校 卒業
昭和５０年１１月 昭和村役場 入庁
平成２０年 ４月 教育委員会 教育次長
平成２５年 ４月 保健福祉課長
平成２７年 ４月 総務課長
平成２８年 ３月 昭和村役場 退職

●趣 味 映画鑑賞
●座右の銘 歩歩是道場

       

青
葉
若
葉
の
さ

わ
や
か
な
季
節
、

皆
様
に
は
ま
す
ま

す
ご
清
栄
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。

不
詳
私
、
四
月

に
行
わ
れ
ま
し
た

昭
和
村
長
選
挙
に

お
き
ま
し
て
多
く

の
皆
様
か
ら
の
ご

支
援
に
よ
り
当
選

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
四
月
二
十
九
日
、
村
長
に
就
任
い

た
し
ま
し
た
。
私
は「
村
民
が
幸
せ
を
実
感
し
な
が
ら
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
人
生
を
全
う
で
き
る
村
づ
く
り
」

に
全
力
で
取
り
組
み
た
い
と
思
い
、
四
本
の
柱
を
掲
げ

ま
し
た
。

１
「
健
康
で
笑
顔
あ
ふ
れ
る
村
づ
く
り
」

高
齢
者
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
す
べ
て
の
世
代
の

人
た
ち
が
「
自
分
ら
し
く
」
健
康
で
笑
顔
で
暮
ら
せ
る

こ
と
が
私
の
願
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
地
域
支
え
合

い
の
福
祉
の
村
づ
く
り
、
健
康
長
寿
日
本
一
の
実
現
、

在
宅
介
護
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
医
療
・
福

祉
従
事
者
の
確
保
・
育
成
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

２
「
魅
力
あ
る
産
業
の
村
づ
く
り
」

カ
ス
ミ
ソ
は
す
で
に
ブ
ラ
ン
ド
産
地
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
て
お
り
ま
す
が
、さ
ら
に
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

か
ら
む
し
の
振
興
は
、
先
人
か
ら
受
け
つ
い
だ
文
化
や

技
術
を
絶
や
さ
ず
に
後
世
に
つ
な
い
で
行
く
責
務
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
新
規
就
農
者
へ
の
支
援
や
織
姫
事
業

を
継
続
し
、
定
住
促
進
に
つ
な
げ
ま
す
。
情
報
発
信
を

強
化
し
、
村
の
魅
力
を
全
世
界
へ
発
信
し
、
よ
り
多
く

の
皆
さ
ん
に
昭
和
村
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
頂
け
る
よ
う

努
め
ま
す
。

３
「
つ
な
が
る
、
広
が
る
、
安
心
の
村
づ
く
り
」

博
士
峠
ト
ン
ネ
ル
の
早
期
開
通
、
国
道
４
０
１
号
新
鳥

居
峠
や
国
道
４
０
０
号
船
鼻
峠
の
改
良
も
要
望
し
て
ま

い
り
ま
す
。
防
災
や
救
急
医
療
体
制
の
強
化
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
内
科
や
歯
科
以
外
の
受
診
が
必
要
な
際
の

通
院
支
援
や
冬
期
間
の
家
屋
周
囲
の
除
雪
も
強
化
充
実

し
て
い
き
ま
す
。

４
「
温
故
知
新 

教
育
の
村
づ
く
り
」

「
教
育
は
国
家
百
年
の
計
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
子

供
た
ち
の
教
育
は
何
よ
り
も
大
切
で
す
。
個
性
を
伸
ば

し
郷
土
愛
を
育
む
教
育
を
行
い
、
学
力
の
向
上
に
も
力

を
入
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
保
育
所
機
能
の
充
実

や
安
心
し
て
子
育
て
の
で
き
る
環
境
、
子
育
て
世
代
の

経
済
的
な
負
担
軽
減
に
も
取
り
組
み
ま
す
。
そ
し
て

様
々
な
世
代
が
楽
し
く
学
べ
る
生
涯
学
習
も
さ
ら
に
推

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
四
本
の
柱
を
軸
に
、
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を

を
伺
い
な
が
ら
、
一
つ
ひ
と
つ
を
丁
寧
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
支
援
・

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

幸
せ
い
ち
ば
ん
の

村
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
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【連
載
】
新
史
料
紹
介

昭
和
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長

菅
家

博
昭

（大
岐
）

野
尻
組
の
「麻
」
「か
ら
む
し
」
～
第
５４
回
～

越
後
ア
ン
ギ
ン

こ
の
四
月
、
五
月
と
連
続

で
新
潟
県
十
日
町
市
の
松
代

郷
土
資
料
館
で
焼
畑
の
記
録

映
画
上
映
会
が
あ
り
参
加
し

ま
し
た
（
主
催
は
民
映
研
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
十
日

町
上
映
会
）。

福
島
県
茂
庭
、
山
梨
県
奈

良
田
、
宮
崎
県
西
米
良
、
鹿

児
島
県
悪
石
島
で
の
焼
畑
の

た
め
の
森
林
伐
開
、
神
事
、

播
種
、
管
理
、
収
穫
、
収
穫

物
の
脱
穀
、
食
…
と
、
姫
田

忠
義
監
督
は
て
い
ね
い
な
記

録
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な

か
で
共
通
し
て
い
た
も
の

は
、
焼
畑
・
山
仕
事
に
弁
当

を
持
っ
て
行
く
が
、
箸
（
は

し
）
は
持
参
せ
ず
、
山
中
の

枝
、
植
物
で
そ
の
場
で
製
作

し
て
使
用
が
終
わ
れ
ば
捨
て

る
、
と
い
う
こ
と
が
茂
庭
・

西
米
良
で
行
わ
れ
て
い
る
。

家
の
外
で
使
用
す
る
ワ
リ
バ

シ
は
捨
て
る
…
と
い
う
作
法

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
五
月
下
旬
は
「
か

ら
む
し
焼
き
」
が
村
内
各
所

で
行
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を

焼
畑
と
言
え
る
の
か
ど
う

か
？
異
論
（
議
論
）
が
あ
る
。

伝
統
的
な
焼
畑
は
広
く
世
界

各
地
で
行
わ
れ
て
る
循
環
農

法
の
ひ
と
つ
で
、
数
年
利
用

し
た
ら
森
林
に
戻
し
数
十
年

後
に
ま
た
利
用
す
る
。
昭
和

村
で
は
「
カ
ノ
」
と
言
い
、

特
に
戦
中
戦
後
の
食
糧
難
の

時
に
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し

た
。「か

ら
む
し
焼
き
」
は
そ

の
名
称
の
通
り
、「
か
ら
む

し
の
芽
を
焼
き
揃
え
る
」
も

の
で
、
常
（
定
）
畑
で
行
わ

れ
る
。
越
後
・
出
羽
・
会
津

と
広
く
、
か
ら
む
し
栽
培
地

帯
で
は
行
わ
れ
て
お
り
、
江

戸
時
代
の
文
献
で
は
「
火
耕

（
か
こ
う
）」
よ
び
「
焼
畑
」

と
は
区
別
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
農
法
は
か
ら
む
し
以
外

の
作
物
で
は
知
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
す
。

さ
て
、
こ
の
四
月
の
映
画

会
で
、
主
催
者
の
門
脇
さ
ん

か
ら
、
越
後
ア
ン
ギ
ン
を
復

元
製
作
し
て
い
る
岩
田
重
信

さ
ん
（
昭
和
二
四
年
生
）・

由
紀
さ
ん（
昭
和
二
九
年
生
）

夫
妻
を
紹
介
さ
れ
た
。
五
月

の
上
映
会
の
時
に
そ
の
工
房

を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
十

日
町
市
中
条
の
「
笹
山
原
遺

跡
」
近
く
に
工
房
は
あ
り
、

機
屋
（
は
た
や
）
に
生
ま
れ

六
代
目
と
し
て
家
業
を
継
が

れ
た
。
紬
絣
を
専
門
に
糸
染

め
・
織
り
を
生
業
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
一
年

の
震
災
を
期
に
廃
業
さ
れ
ま

し
た
。
染
め
織
り
で
は
生
計

が
立
た
な
い
時
代
と
な
り
、

年
金
生
活
に
入
る
こ
と
か
ら

の
決
断
と
語
ら
れ
ま
す
。
も

う
少
し
早
く
出
会
い
、
現
役

の
染
め
を
見
た
か
っ
た
と
思

い
ま
し
た
。

し
か
し
四
〇
年
ほ
ど
前
か

ら
独
学
で
草
木
染
め
を
し

て
、
主
に
夏
草
の
新
鮮
な
植

物
で
染
め
る
こ
と
で
生
業
を

成
り
立
た
せ
て
い
た
と
言
い

ま
す
。
ア
ン
ギ
ン
製
作
に
つ

い
て
は
十
日
町
市
域
が
縄
文

時
代
か
ら
の
文
化
が
残
っ
て

い
る
た
め
惹
か
れ
た
よ
う
で

す
。タ

テ
イ
ト
の
間
隔
が
二
ミ

リ
の
細
密
ア
ン
ギ
ン
製
作

も
、
道
具
試
案
か
ら
は
じ
め

て
、
縄
文
時
代
に
ウ
ル
シ
漉

し
布
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の

を
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

日
八
時
間
か
け
て
織
っ
て
も

布
が
四
ミ
リ
し
か
進
ま
な
い

と
言
い
ま
す
（
写
真
１
）。

昨
年
三
月
の
長
岡
市
の
新

潟
県
歴
史
博
物
館
で
も
ア
ン

ギ
ン
実
演
を
さ
れ
て
い
ま
す

（
広
報
し
ょ
う
わ
昨
年
５
月

号
）。岩田

さ
ん
は
、来
村
さ
れ
、

昨
年
七
月
の
か
ら
む
し
織
り

の
里
フ
ェ
ア
で
、
糸
作
り
体

験
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
糸
の

績
み
方
、
素
材
繊
維
の
加
工

の
仕
方
、、、、
ま
だ
判
明
し

て
い
な
い
こ
と
が
多
数
あ

る
、
よ
う
で
す
。
野
に
あ
る

カ
ラ
ム
シ
、
エ
ラ
（
ミ
ヤ
マ

イ
ラ
ク
サ
）、
ア
カ
ソ
、
モ

ワ
ダ
（
シ
ナ
ノ
キ
樹
皮
）
等

で
も
ア
ン
ギ
ン
を
製
作
し
て

い
ま
す
が
、
タ
テ
イ
ト
は
強

度
が
必
要
で
カ
ラ
ム
シ
を
使

う
、
伝
統
的
に
も
カ
ラ
ム
シ

で
あ
っ
た
、
と
語
り
ま
す
。

そ
の
素
材
は
、
野
か
ら
求

め
る
ほ
か
、
各
地
で
開
催
さ

れ
る
骨
董
市
で
購
入
し
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
三
月
下

旬
の
村
上
市
十
輪
寺
え
ん
ま

堂
の
骨
董
市
で
は
、
秋
田
産

の
カ
ラ
ム
シ
繊
維
原
料
を
発

見
し
て
い
ま
す
（
写
真
２
）。

詳
し
く
見
せ
て
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
、
二
〇
一
二
年
六
月

二
日
の
秋
田
さ
き
が
け
新
聞

で
一
束
ず
つ
包
装
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
頭
の
部
分
が
ら
せ

ん
状
に
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
特
長
が
あ
り
ま
す
。
産
地

に
よ
り
繊
維
の
頭
の
部
分
の

形
状
、
繊
維
束
の
ま
と
め
方

が
異
な
る
の
で
、
わ
か
り

ま
す
。

草
木
染
め
を
盛

ん
に
し
て
い
た
頃
の
記
録

は
、
大
西
暢
夫
写
真
『
糸
に

染
ま
る
季
節
』（
岩
崎
書
店
、

二
〇
一
〇
年
刊
）
に
詳
し
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲写真１ 細密アンギン（オサを利用）

▲写真２ 秋田産からむし












