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人口

12月1日

男　　19．721

女　　21。434

計　　41．155

世帯　9．545

　
こ
れ
か
ら
春
先
に
か
け
て
一
番
火
災

の
多
く
な
る
季
節
で
す
。
空
気
が
乾
燥

し
て
い
る
う
え
に
、
寒
さ
が
厳
し
く
な

り
ま
す
の
で
暖
房
器
具
な
ど
の
使
用
で

出
火
の
機
会
が
一
段
と
多
く
な
り
ま
す

　
そ
の
う
え
に
年
末
、
年
始
の
忙
し
さ

か
ら
火
に
対
す
る
注
意
が
薄
れ
る
な
ど

の
条
件
が
重
っ
て
、
火
災
は
い
ち
ぢ
る

し
く
増
加
し
ま
す
。

　
大
事
を
お
こ
し
て
か
ら
後
悔
し
な
い

よ
う
、
火
災
に
対
す
る
日
頃
の
心
が
け

を
充
分
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▽
目
立
つ
石
油
器
具
の
出
火

　
最
近
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
石
油
器

具
の
使
用
が
目
立
ち
、
こ
れ
に
伴
っ
て

火
災
の
増
加
も
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
石
油
に
使
用
す
る
臼
灯
油
の
引
火
点

は
摂
氏
四
〇
ノ
五
五
度
と
か
な
り
高
い

σ
で
常
温
で
は
燃
え
に
く
い
も
の
で
す

が
、
器
具
の
凋
囲
が
過
熱
さ
れ
た
り
、

ゴ
ミ
や
綿
状
の
も
の
に
吸
収
さ
れ
る
と

四
〇
度
以
下
で
も
燃
え
る
こ
と
が
あ
り

火災シーズン
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は

少
く
と
も
一
溜
以
上
は
離
て
し
お
き

ま
し
よ
う
。

▽
火
事
は
最
初
の
五
分
聞

　
火
事
は
最
初
の
五
分
間
と
い
わ
れ
ま

す
。
早
い
通
報
が
被
害
を
最
少
限
度
に

く
い
と
め
ま
す
。
火
事
を
発
見
し
た
ら

す
ぐ
コ
一
九
番
」
に
通
報
す
る
か
、

隣
近
所
の
た
す
け
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

▽
常
に
火
の
元
に
注
意
し
て

　
火
の
姶
末
は
完
全
に
行
っ
た
と
思
っ

て
も
、
ど
こ
か
に
手
落
ち
が
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
お
手
洗
い
で
目
ざ
め
た

と
き
な
ど
も
う
一
度
火
の
元
を
確
め
て

く
だ
さ
い
。

▽
消
火
塗
備
の
万
全
を

　
日
頃
の
準
備
が
大
切
で
す
。
最
初
バ

ケ
ツ
一
杯
で
充
分
消
す
こ
と
が
で
き
た

は
ず
の
火
が
、
そ
の
準
備
が
な
か
っ
た

た
め
大
火
に
な
っ
た
例
も
少
く
あ
り
ま

せ
ん
。
就
寝
前
に
は
、
バ
ケ
ツ
、
浴
そ

う
に
は
い
つ
も
水
を
満
水
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

▽
子
供
に
火
の
恐
し
さ
を
教
え
る

　
小
さ
な
子
供
は
火
の
恐
し
さ
を
知
り
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た
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ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
常
に
火
の
恐
ろ
し

さ
を
教
え
、
ま
た
マ
ッ
チ
な
ど
手
の
届

か
な
い
所
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

△
不
葦
に
し
て
火
事
に
な
っ
た
ら

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
消
防
（
一
一
九

番
）
へ
電
話
す
る
一
方
、
毛
布
を
し
め

ら
せ
て
か
け
る
か
、
そ
の
ま
、
か
け
て

水
を
か
け
る
と
火
が
散
ら
ず
（
特
に
油

に
引
火
し
た
と
き
な
ど
）
効
果
が
あ
る

よ
う
で
す
。
　
（
写
真
は
雪
の
日
も
風
の

日
も
私
た
ち
の
財
産
、
生
命
を
火
災
か

ら
守
る
消
防
署
員
）

　
▼
市
役
所
人
事
▲

　
市
で
は
、
十
一
月
二
十
九
日
付
で
次

の
人
事
異
動
を
発
令
し
ま
し
た
。

（
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内
は
旧
任
で
す
。
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⑥集中豪雨で多くの被害 →

8月8日の台風9号、9月11日の台風14号で、当地区に局地

的に大雨か降り、各河川か増水はんらんして農地、家屋、河

川、橋梁等に多くの被害をだした。被害総額は約2億4千万

円にものぼり、日向市はじまノて以来の水害たった。

（写真は床上浸水した細島地区）

鰍 響。趣
←⑦富高駅が日向市駅に

　日向市の表玄関である富麗駅を日向市に似合ったものに改称

。ようと国鉄に陳情していたか、富高駅か日向市駅に、また岩

脇駅か南日向駅に改称されることになり、その祝賀会が5月25

日駅前広場で行なわれた。また当日は駅前広場の舗装工事も完

成し、名実ともに日向市の表玄関として恥かしくないものにな

った。

　　　↓⑧し尿処理場が完成

　市では環境衛生整備事業のひとつとして、塵芥焼却炉、し尿

処理場の建設を進めていたか、相月に塵芥焼却炉についでミし、

尿処理場ヤか完成した。工費は4千6百万円で1日の処理能力

は2万立方ソ（2万人分）

↓⑩「日向海岸」県定公園に指定

　細島商港の岬から神武天皇の御船出の地としてゆかりの

ある美々津権現崎公園を結ふ海岸線一帯か4月に「日向海

岸」として県定公園に指定された。現在は未開発であるか

新産都市の建設とともに市民の行楽の場となる

（写真は美々津海岸）

　　↑⑨市長欧米諸国を視察
　欧米各国を視察するため、全国市長15人の視察団員の一

人として選ばれた藤井市長は、9月24日から約40日間の日

程でアメリカ、イキリス、フランス、ドイソなど欧米各国
を視察した。なお11月6日に帰えってきた藤井市長は、こ

んどの視察で得たことはこれからの新産都市づくりのうえ
に大いに参考にし、またあらゆる市政面にも反映して行き
たいと語った。　（写真はロンドンで）

日
向
市
政

10

蜒
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4

①日向・延岡地区
　　　　　　　　新産都市に指定 →

　後進県からの脱皮、未開発県の開発という意味で県と

地元が強力に指定獲得運動を続けていた新産業都市は、

その熱意が実を結んで、7月12日の閣議で全国15ケ所の

内の1ケ所として日向、延岡地区の指定か内定した。

（写真は指定報告に聞きいる地元住民、野口記念館で）

馨
が
藷
＝
極

づ

癒ご癩麟

↑④日向市役所の火災

蓼澗
　　憩鮮

　　正月気分かまださめない1月16日の午前1時15分頃、日向市役所の

　中央講堂から出火、異常乾燥注意報と強風注意報の発令のおりから、

　北鼠にあおられて同講堂と本館5棟17室、約2千5百平方⊃fの木造庁舎

　を全焼、さらに隣接の木造二階建の山惣アパート約4千2百平方層と

　商店街に飛火して同アパートを全焼、商店街6棟を全半焼して同4時

　頃火は消えた。

損害は約7千万円。

　　このため52世帯の被災者を出したか、県内外からのよせられた温い

　救援物資、見舞金で市役所は仮庁舎を建設、被災者もいち早く再建に

　のりだし．現在りっぱに復興した。この火災は日向市はじまって以来

　の択一だつた。

←②甘味工場が細島に進出
　新産都市の指定で将来の発展か約束されている日

向、延岡地域の主要地である細島に、鉄興社についで

二番目の総合甘味工場の進出か決まり、9月30日覚書

か取り交わされた。進出かきまった会社は、東洋果糖

と共和製糖て投下資本は34億円。40年1月から操業開

始の予定。　（写真は知事室ての覚書調印）
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③
“
鉄
興
社
建
設
起
工
”

細
島
臨
海
工
業
地
区
へ
の
進
出
第
一
号
の
鉄
興
社
の
新
工
場
建

設
起
工
式
は
、
三
月
建
設
現
場
で
あ
る
第
2
区
造
地
で
盛
大

に
行
な
わ
れ
た
。
当
日
は
鉄
興
社
側
か
ら
前
島
同
社
々
長
、
寺

尾
、
佐
野
両
常
務
を
は
じ
め
、
地
元
か
ら
黒
木
知
事
、
藤
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
向
市
長
の
ほ
か
岩
切
経
済
同
友
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
幹
事
、
各
地
元
選
出
代
議
士
な

ヰ

硝

ど
関
係
者
約
二
百
人
か
出
席
し
た
。

　
鉄
講
社
は
現
在
建
設
事
務
所
も
開

轡
欝
欝
慰
謝
諾
凹

い
る
。
　
（
写
真
は
鍬
入
れ
す
る
前
島

社
長
）

モ 6

↓⑤市長、市議会議員選挙

昭和26年に日向市か誕生してから、第4回目の市長、市議会議

選挙は、4月豹日、29の投票所で一・斉に行なわれた。当日はあ

いにくと雨であったせいか投票率は総体で888％。結局市長に

藤井満義氏が再選され新しい市議会議員聞名か誕生した。

弄

「

」
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固
定
資
産
に
移
動
が
あ
っ
た
方
へ

三
期
・
四
期
分
で
税
額
を
更
正
し
ま
し
た

今
年
度
の
当
初
の
納
税
通
知
書
で
事
前

．
に
お
知
ら
せ
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
こ

ん
ど
（
三
期
、
四
期
分
を
主
と
し
て
税

額
が
増
減
に
な
っ
た
方
と
、
新
し
く
課

税
さ
れ
た
方
、
ま
た
こ
ん
ご
の
分
を
納

め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
方
、
納
め
た

分
を
お
返
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
方
な

ど
い
い
い
ろ
変
更
に
な
っ
た
方
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
等
の
方
に
つ
い
て
は
新
し
く
変

更
に
な
．
つ
た
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま

し
た
。
こ
ん
ご
の
納
税
に
つ
い
て
は
こ

の
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
は
、
市
庁
舎
が
火
災
に
あ
い

三
十
七
年
中
、
資
産
に
移
動
が
あ
り
、

登
記
が
完
了
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず

台
帳
整
理
が
で
き
な
い
ま
㌧
三
十
八
年

度
の
個
淀
資
産
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
た

も
の
凄
、
こ
ん
ど
整
理
し
て
更
正
し
た

た
め
で
す
。

層
も
し
み
菰
さ
ん
の
中
に
資
産
に
移
動

が
φ
っ
寒
の
に
更
正
の
通
知
が
な
か
っ

た
方
が
蓄
ら
れ
ま
し
た
ら
、
移
動
を
証

認
す
る
資
料
応
登
記
済
証
、
売
渡
証
書

等
）
を
持
参
し
て
税
務
課
ま
で
お
申
し

出
く
だ
ざ
い
。
，

・
な
お
不
審
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご

遠
慮
な
く
係
の
方
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

農
地
の
転
用
は

必
ず
許
可
を
受
け
て
か
ら

　
最
近
、
家
屋
の
建
築
や
小
工
場
の
敷

地
の
造
成
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

農
地
を
つ
ぶ
し
て
宅
地
に
さ
れ
る
場
合

E
」
（
台
帳
面
が
宅
地
で
あ
っ
て
も
現
況
が

r
農
地
で
あ
れ
ば
同
じ
）
知
事
の
許
可
を

受
け
た
あ
と
で
な
い
と
転
用
す
る
こ
と

が
き
ま
せ
ん
。

ご齢一レ

彰
緊
薯
ー
ー
『
し

　
こ
れ
か
ら
家
を
建
て
よ
う
と
思
っ
て

お
ら
れ
る
方
、
ま
た
現
在
宅
地
を
造
成

さ
れ
て
い
る
方
で
こ
の
許
可
を
受
け
て

い
な
い
人
は
、
早
目
に
許
可
申
請
書
を

農
業
委
員
会
事
務
局
の
方
に
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

　
許
可
を
受
け
な
い
で
農
地
を
農
地
以

外
の
用
途
に
使
用
し
ま
す
と
農
地
法
に

よ
っ
て
罰
則
を
受
け
た
り
、
建
設
途
中

の
家
の
と
り
こ
わ
し
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
充
分
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

一
…
－
五
百
二
十
五
円
の
と
く

よモチ米の契約栽培

　
モ
チ
米
の
政
府
買
受
け
に
つ

い
て
は
昭
和
三
十
八
年
忌
の
モ

チ
米
か
ら
、
植
え
つ
け
前
に
政

府
と
売
渡
し
の
契
約
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
「
契
約
栽
培
」

と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

売
渡
し
を
契
約
し
た
も
の
に
・
つ

い
て
は
、
モ
チ
米
一
俵
に
つ
い

て
五
二
五
円
の
加
算
金
が
つ
き
ま
す
。

で
す
か
ら
．
モ
テ
米
三
等
一
俵
の
価
格
は

五
、
七
〇
六
円
に
な
り
ま
す
。

　
来
年
豹
年
産
の
モ
チ
米
の
政
府
買

受
け
も
こ
の
制
度
が
と
ら
れ
、
い
ま
農

協
に
お
い
て
こ
の
申
込
み
を
受
け
つ
け

て
い
ま
す
。
昭
和
三
十
九
年
産
の
モ
チ

米
層
政
府
に
売
り
渡
す
希
望
の
農
家
の

み
な
さ
ん
は
、
こ
ん
月
一
．
一
十
八
a
ま
で

に
農
協
の
方
へ
お
申
し
込
み
ぐ
だ
さ
い

．一

･
推
ぜ
ん
映
画
案
内
▲
．

①
サ
バ
ン
ナ
（
小
学
生
伺
）
㍉
、
②
末
は

博
士
か
大
臣
か
’
執
小
学
生
向
騨
、
③
チ

　
　
　
　
　
　
ロ

コ
と
鮫
（
小
学
生
感
、
④
ペ
ロ
と
曾

比
a
子
供
た
ち
r
．
奮
生
野
）
、
、
⑤
耳

人
大
隈
重
信
爺
学
寮
）
、

冥
，

たばこは市内で買いましよう

「年間に千六百万円が市の収入に

る
わ
け
で
す
。

し
の
三
月
ま
で
の
一
年
間
を
み
て
も
、

市
内
の
小
売
店
で
販
売
さ
れ
、
税
金
と

な
っ
て
市
に
納
め
ら
れ
た
税
額
が
、
な

ん
と
千
六
百
八
十
七
万
円
に
も
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
年
末
、
年
始
に
か
け

・
て
、
市
外
に
旅
行
さ
れ
る
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
ご
日
程
等
に
応
じ
て
つ

と
め
て
市
内
の
小
売
店
の
た
ば
こ
を
買

い
求
め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ニ
　
バ
レ
ロ
リ
リ
ロ
サ
リ
リ
ロ
ハ
リ
リ
ロ
リ
リ
ロ
ロ
リ
リ
ロ
の
け
ロ
コ
リ
け
ロ
ロ
サ
コ
い
り
ロ
ロ
リ
リ
コ
の
け
　
ロ
け
け
ロ
ロ
サ
ロ
リ
ず

瀞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
皆
さ
ん
が
直
接
納
め
ら

れ
て
い
る
所
得
税
と
か
事

業
税
、
市
民
税
、
固
定
資

産
税
の
ほ
か
に
、
た
ば
こ

を
買
わ
れ
、
そ
の
一
部
分

が
税
金
ど
な
っ
て
納
め
ら

れ
日
向
市
の
財
源
に
な
つ
．

て
い
る
も
の
に
「
た
ば
こ

消
費
税
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
税
は
専
売
公
社
か

ら
、
た
ば
こ
小
売
店
に
売

り
渡
さ
れ
た
価
格
の
一
割

三
分
四
厘
が
税
金
と
な

り
、
そ
の
小
売
店
の
所
在

す
る
市
町
村
の
収
入
に
な

　
昨
年
の
四
月
か
ら
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

農
家
の
皆
さ
ん
へ

▽
麦
の
共
済
細
目
書
は
早
目
に

　
こ
と
し
も
麦
の
作
付
時
期
に
な
り
ま

し
た
が
、
こ
と
し
は
一
人
の
申
告
も
れ

の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

共
済
細
目
書
．
（
申
告
書
）
は
各
実
行
組

合
長
さ
ん
か
ら
配
布
し
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
地
名
、
地
番
、
面
積
を
正
確

に
記
入
し
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
作
付
し
な
が
ら
申
告
し
な
い

場
合
は
、
前
年
度
の
作
付
で
掛
金
の
賦

課
を
行
な
い
、
万
一
災
害
が
発
生
し
て

も
共
済
金
の
支
払
が
停
止
さ
れ
ま
す
か

ら
こ
の
点
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
▽
建
物
共
済
に
加
入
し
ま
し
よ
う

　
　
火
災
シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
市

　
　
農
林
課
で
は
農
家
の
み
な
さ
ん
の
建
物

　
　
を
不
慮
の
災
害
か
ら
守
る
た
め
、
い
ま

　
　
建
物
共
済
へ
の
加
入
を
呼
び
か
け
て
い

　
　
ま
す
。
こ
れ
は
一
口
二
百
円
で
、
こ
の

　
　
掛
金
を
年
一
回
納
入
し
て
お
け
ば
、
万

　
　
一
災
害
に
あ
っ
た
場
合
は
十
万
円
の
共

●
”
”
9
鴨
∵
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鴨
”
噛
4
q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜

済
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
一
人
五
口
（
掛
金
千
円
、
共
済
金
五

十
万
円
）
ま
で
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
掛
金
を
添

え
て
市
農
林
課
の
方
へ
お
申
し
こ
み
く

だ
さ
い
。
な
お
く
わ
し
い
こ
と
は
、
そ

の
と
き
市
農
林
課
の
係
員
が
説
明
い
た

し
ま
す
。

才能たすけ合い一

みなさんもラジオやテレビでご存知
のように、1日から25日まで全国一

せいにNHK歳末たすけ合い運動が
行なわれています。これは世の中の
不幸な人たちをたすけて、みんなが
楽しい正月を迎えようというもので
す。いま市日一事弼所でたすけ合い
資金や衣料品、日用品の取扱いを行
っています。あなたの温いおこころ
ざしをお寄せくださいざ

一飛4 w歳ま防犯で明るし）正：月を・f…：圃・・一1

　　師毒は髪轡のかきいれどき・i

い鍵い甚とし獅走．毎年のζとなカ∫ら、とかく1

この年末にはいろいろな犯罪が起っていまず。忘年会1

でザしずい気侍で家に帰ってみれば空巣ドロ。1万円の轟

正月用のお二物をして家に帰ってみれば3万円の品さ
物が姿を消していたというのでは何んにも．なりませ1

ん。ずこん月は年末特別警戒㌍ど行なわれますがお互い1

に懸泣きつらミゴで正月を迎えないよう充分注意しまし寺
さう。、　　　　　　聖　　　，　　　　　　　・．　　　　萱

叉敷醤織灘∫ちよ。、のゆだんか、盗1

　まれています。わずか一分たらずの間に盗まれる事貰
　件が大部分をしめています。自転車、バイクには必三

　ず錠をかけてから買物もしましよう。　　　　　　轟
▽スリがあなたをつけてます。　　　　　　　　　　1

　買物客で町には一時に人があふれます。この混雑を1

　めがけてスリが横行し零すので、いつも自分の横に桑
　スリがいるものと●して気をつけてください。　　　1

△留守するときは錠かけて　　　　　　‘　　　　　瓦

　外出するときはなるべく留守番をおくようにし、一1

　家そろって外出するときは、しっかり戸締りをした甘

　うえ、おとなりにも見廻りをたのんでおきましよ蓋

　つ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：
▽小暴力も110番へ　　　　　　　　　　　　　　　　1

　大きい暴力はなおさらのこと、小暴力も許ざれませ1

　ん。どんな小さな暴力も警察に届けましよう。　　6
▽押し売りに同情は禁物　　　　　　　　　　　　　　1

　押し売りにうっかり同情は禁物です。’居直り強盗に1

　なりかねませんから一人前留守番をしていても、大孝

　勢いるようにふるまい、危険を感じたときは小さな譲

　ものを買って帰らせ、警察に至急通報しましよう。　1

　このほか商店では万引やカッパラィが増えます。手5

　さグ金庫や売上金は人目のつかないところにおくよ1

　うにし、明るい正月をみんなで迎えましよう。　　1
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年賀状は麗日頃までにお出し下さい

郵便のあて名ははっきり、包装はしっかり
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