
にかほガス株式会社

所 在 地 秋田県にかほ市平沢字舟橋４番地
事業内容 都市ガス、LP ガス、ガス工事、ガス器具販売
従業員数　1１人（うち男９人 ・ 女 2 人）
電　　話　0184-７４－７８７０
Ｅメール　nikahogas-info@tokaigas.co.jp

　弊社は２０２０年４月に旧にかほ市ガス水道局から都市ガス事業を譲
り受け、「にかほガス㈱」として事業を開始し、現在にかほ市内約５,０００
件のお客様にガスを供給しています。会社の歴史は浅いですが、ガス
事業を通じてにかほ市民の皆様の豊かな暮らしの実現や産業の発展に
貢献したいという考えのもと、社員一同日々業務に励んでいます。

企業情報

「
私
は
象
潟
・
金
浦
エ
リ
ア
の
お
客
様
対
応
の
全
般
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ガ
ス
の
メ
リ
ッ
ト
を
丁
寧
に
提
案
し
、

お
客
様
の
生
活
が
よ
り
快
適
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
ま
す
。
私
の
提
案
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
選
ん
で
い
た

だ
き
、
心
地
良
い
と
喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
が
嬉
し
い
で

す
ね
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ

て
い
る
昨
今
、
お
客
様
と
対
話
し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
直

接
サ
ポ
ー
ト
で
き
て
い
る
こ
と
も
安
心
感
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
し
、
人
と
関
わ
る
こ
と
が
好
き
な
方
に

は
向
い
て
い
る
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
」(
営
業
部
　

尾
白

竜
太
朗
さ
ん
・
写
真
中
央
)

「
私
は
お
客
様
が
安
心
し
て
ガ
ス
を
使
え
る
環
境
を
整

え
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
道
路
や
住
宅
の
中
に
あ
る
ガ

ス
設
備
の
設
計
や
施
工
管
理
、
ガ
ス
漏
れ
時
の
対
応
な
ど

ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
ま
で
責
任
を
も
っ
て
対
処
し
て
い
ま

す
。
以
前
私
は
県
外
の
ガ
ス
会
社
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、

Ａ
タ
ー
ン
を
考
え
て
い
た
時
に
に
か
ほ
ガ
ス
の
募
集
を
見

つ
け
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
生
か
せ
る
と
思
い
入
社
に
至

り
ま
し
た
。
職
場
は
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
、
土
日
祝

日
は
休
み
な
の
で
プ
ラ
イ
べ
ー
ト
も
充
実
し
、
平
日
は
仕

事
に
集
中
で
き
る
た
め
、
職
場
環
境
は
と
て
も
良
い
で
す
。」

(
供
給
工
事
部
　

佐
藤
瞬
さ
ん
・
写
真
左
)

「
に
か
ほ
ガ
ス
に
は
、
お
客
様
の
困
り
事
に
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
で
す
ば
や
く
対
応
で
き
る
社
員
た
ち
が
揃
っ
て
い
ま

す
。
ま
だ
会
社
の
知
名
度
は
低
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ガ
ス
展
な
ど
定
期
的
に
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
多
く
の
方

に
来
場
い
た
だ
き
「
に
か
ほ
ガ
ス
」
を
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
に
か
ほ
ガ
ス
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
担
い
手
と
し
て
信
頼
さ
れ
、
い
つ
ま
で
も
愛
さ
れ
続
け

る
企
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
街
で
に
か
ほ
ガ
ス
の
社
員

を
見
か
け
た
ら
ぜ
ひ
気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
」

(
取
締
役
　

杉
村
諭
志
さ
ん
・
写
真
右
)

に
か
ほ
ガ
ス
は
旧
に
か
ほ
市
ガ
ス
水
道
局
か
ら

ガ
ス
事
業
を
譲
り
受
け
た
会
社
で
す

「にかほｂｉｚ」に掲載する事業所を募集しています！
若者や女性の採用に積極的な事業所やイチ押しの魅力などを持ってい
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松尾芭蕉とにかほ市

市
政
運
営
か
ら
日
常
の
出
来
事
ま
で
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
を
コ
ラ
ム
に

し
て
い
ま
す
。
過
去
の
コ
ラ
ム
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

・

神
の
作
り
出
し
た
美
し
い
景
色
を
み
る

・
一
切
の
執
着
を
捨
て
た
仏
道
修
行
者
の
旧
跡

を
訪
ね
る

・

歌
枕
を
訪
ね
て
古
人
の
感
動
を
追
体
験
す
る

・

片
田
舎
で
俳
諧
に
志
の
あ
る
人
に
出
会
う

　

象
潟
の
く
だ
り
は
な
か
な
か
の
長
文
で
、
し

か
も
本
人
の
二
句
を
含
め
た
五
句
の
俳
句
を
の

せ
る
な
ど
熱
量
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
間
違
い
な
く
、
象
潟
は
芭
蕉
に
と
っ

て
旅
の
目
的
を
か
な
え
て
く
れ
る
無
上
の
場
所

だ
っ
た
の
で
す
。

■
歌
枕
の
地
「
象
潟
」

　

か
つ
て
の
潟
湖
に
多
数
の
小
島
が
浮
か
ぶ
象

潟
の
景
色
は
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
き
ま
し

た
。
景
勝
地
「
象
潟
」
は
新
古
今
和
歌
集
に
そ

の
名
前
が
登
場
す
る
よ
う
に
、
歌
枕
の
地
と
し

て
昔
か
ら
有
名
で
、
平
安
時
代
に
は
能
因
法
師
、

鎌
倉
時
代
に
は
西
行
法
師
が
は
る
ば
る
足
を
運

ん
で
来
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

松
島
は
大
き
な
湾
の
中
に
島
々
が
残
る
大
パ

ノ
ラ
マ
の
景
色
で
あ
り
、
象
潟
は
潟
の
中
に

島
々
が
点
在
す
る
ジ
オ
ラ
マ
の
世
界
で
し
た
。

「
松
島
は
笑
う
が
ご
と
く
、
象
潟
は
う
ら
む
が

ご
と
し
」
と
の
対
比
表
現
に
、
あ
ら
た
め
て
芭

蕉
の
表
現
力
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

芭
蕉
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
で
、
歌
枕
の

地
「
象
潟
」
は
多
く
の
文
化
人
に
と
っ
て
の
憧

れ
と
な
り
ま
し
た
。
小
林
一
茶
、
菅
江
真
澄
、

田
山
花
袋
、
正
岡
子
規
と
い
っ
た
文
人
墨
客
の

み
な
ら
ず
、
芭
蕉
研
究
で
有
名
な
台
湾
の
李
登

輝
元
総
統
も
象
潟
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

■
象
潟
全
国
俳
句
大
会
開
催

　

８
月
５
日
、
第
３９
回
奥
の
細
道
象
潟
全
国
俳

句
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
俳
句
愛

好
者
か
ら
４
０
０
句
を
超
え
る
俳
句
が
よ
せ
ら

れ
、
ま
た
、
県
内
の
小
中
学
生
か
ら
も
た
く
さ

ん
投
句
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
人
が
俳
句
に
触

れ
る
良
い
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
コ
ラ
ム
で
は
芭
蕉
と
に
か
ほ
市
、
特

に
象
潟
と
の
関
係
を
「
お
く
の
ほ
そ
道
(
以
下
、

奥
の
細
道
)」
か
ら
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
多
少
の
思
い
込
み
や
思
い
違
い
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
は
大
目
に
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
奥
の
細
道
の
目
的

　

松
尾
芭
蕉
が
著
し
た
紀
行
文
「
奥
の
細
道
」

は
元
禄
文
化
を
代
表
す
る
名
著
で
す
。
４
０
０

字
詰
め
原
稿
で
３０
枚
程
度
の
そ
の
作
品
は
、
い

ま
な
お
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
俳
諧
紀
行
文

の
最
高
傑
作
と
さ
れ
、
海
外
で
も
高
く
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

「
奥
の
細
道
」
は
、
江
戸
の
深
川
か
ら
岐
阜

県
の
大
垣
ま
で
歌
枕
の
地
を
訪
ね
る
旅
で
し

た
。
こ
の
旅
の
最
大
の
目
的
地
は
二
つ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
松
島
」、
も
う
一
つ

は
「
象
潟
」
で
す
。
こ
の
こ
と
は
日
光
の
く
だ

り
の
中
で
「(
同
行
し
た
曽
良
が
)
こ
の
た
び

松
し
ま
・
象
潟
の
眺
め
共
に
せ
ん
事
を
悦
び
」

と
書
い
て
お
り
、
象
潟
の
景
色
と
松
島
の
景
色

を
見
比
べ
た
く
て
旅
に
出
た
こ
と
が
作
品
の
中

で
し
っ
か
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と

も
芭
蕉
は
旅
の
目
的
に
は
４
つ
が
あ
る
と
し

て
、
そ
の
４
つ
を
奥
の
細
道
へ
の
旅
の
二
年
前

に
書
い
た
「
笈
の
小
文
(
お
い
の
こ
ぶ
み
)」
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■
奥
の
細
道
を
再
考
す
る

　

皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
象
潟
の
句
は
「
象
潟

や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
で
す
。
あ
わ
せ
て
、

芭
蕉
は
も
う
一
句
象
潟
で
俳
句
を
詠
ん
で
い
ま

す
。
そ
れ
は
「
汐
越
や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し
」

と
い
う
句
で
す
。

　

市
は
「
腰
長
や
鶴
脛
ぬ
れ
て
海
涼
し
」
と
い

う
芭
蕉
が
書
い
た
短
冊
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
真
筆
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
お

宝
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
句
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
上
の
句
が

「
腰
長
や
」
か
ら
「
汐
越
や
」
に
変
わ
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
芭
蕉
は
３
年
か
け
て
奥
の
細

道
を
推
敲
し
、
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

象
潟
で
詠
ん
だ
と
き
に
は
「
腰
長
や…

」
だ
っ

た
句
を
、
奥
の
細
道
の
完
成
時
に
は
「
汐
越
や

…

」
に
変
え
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
そ
う
し
た

の
か
は
芭
蕉
だ
け
が
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
現
代
の
私
た
ち
も
そ
の
理
由
を
想
像
す
る

だ
け
で
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
す
。

　

私
は
芭
蕉
と
象
潟
の
か
か
わ
り
を
、
も
っ
と

多
く
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
奥
の
細
道
の
最
北
の
地
「
象
潟
」。

こ
の
唯
一
の
価
値
を
も
っ
て
、
に
か
ほ
市
の
歴

史
的
遺
産
の
一
つ
と
し
て
教
育
や
観
光
な
ど
多

く
の
分
野
で
も
っ
と
活
用
し
て
い
け
れ
ば
と
改

め
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。


