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叢更東郷町役場

　
福
露
盤
広
瀬
地
区
に
永
久
橋
を
か
け

る
こ
と
で
、
い
ま
取
付
道
路
の
工
事
が

す
す
ん
で
い
ま
す
。

　
広
瀬
地
区
は
、
町
役
場
か
ら
約
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
、
県
道
仲
野
原
～

美
々
津
線
の
耳
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸
の

地
で
、
交
通
の
便
利
が
悪
く
、
そ
の
た

め
児
童
生
徒
の
通
学
を
は
じ
め
、
日
常

生
活
に
た
い
へ
ん
不
便
で
あ
り
ま
し
た

　
現
在
は
、
広
瀬
を
は
じ
め
、
宮
ケ
原

横
瀬
の
三
ケ
所
に
町
営
と
組
合
営
の
渡
、

舟
場
が
あ
り
、
毎
日
平
均
百
八
十
人
の

利
用
者
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
地
区
に
橋
を
か
け
る
こ
と
は
、

地
元
を
は
じ
め
、
町
と
し
て
も
長
い
間

の
夢
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
町
で
は

国
の
辺
地
総
合
整
備
計
画
に
よ
り
、
四

十
四
年
度
か
ら
三
力
年
計
画
で
、
総
事

業
費
八
千
九
百
九
十
四
万
円
を
か
け
て

福
瀬
橋
（
仮
称
）
の
架
設
を
行
な
う
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　
計
画
で
は
、
四
十
四
年
度
に
延
長
百

六
十
材
、
幅
員
五
・
五
諸
の
取
付
道
路

を
、
四
十
五
年
度
に
は
、
橋
台
、
橋
脚

の
下
部
工
事
を
、
四
十
六
年
度
に
橋
長

百
五
十
摺
、
幅
員
四
・
五
材
の
橋
梁
部

分
を
施
工
し
、
同
年
申
に
完
成
さ
せ
る

予
定
に
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
、
取
付

道
路
の
工
事
は
「
月
二
十
八
日
に
着
工

し
、
工
事
も
順
調
に
す
す
み
、
三
月
二

，
T
日
に
は
完
成
す
る
見
込
み
で
す
。

　
こ
の
福
瀬
橋
の
完
成
に
よ
っ
て
広
瀬

地
区
の
交
通
事
情
は
も
と
よ
り
、
耳
川

対
岸
の
地
域
開
発
に
お
お
い
に
役
立
つ

も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
別
に

計
画
の
す
す
め
ら
れ
て
い
る
国
営
農
地

開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
よ
っ
て
開
発

が
予
定
さ
れ
る
鵜
戸
籍
、
日
田
尾
地
区

の
農
道
と
、
県
道
仲
野
原
～
美
々
津
線

を
結
ぶ
パ
イ
プ
と
し
て
の
役
目
も
負
わ

さ
れ
て
お
り
、
早
期
完
成
が
待
た
れ
て

い
ま
す
。
　
　
（
写
真
は
広
瀬
渡
舟
場
）

魎
織
渉

　
夢
野
の
愈
．

や
よ
い
つ
轄
勝
配
糟

糠
の
気
圧
配
置
も
、
二
月
二
十
日
の

・
「
春
い
ち
ば
ん
」
と
と
も
に
く
ず
れ

だ
し
、
日
中
の
気
温
も
ど
ん
ど
ん
上

が
っ
て
、
急
に
春
め
い
て
き
ま
し
た

▽
三
月
の
こ
と
を
和
名
で
「
や
よ
い
」

と
い
い
ま
す
。
旧
暦
三
月
の
異
称
で

　
「
弥
生
」
と
書
い
て
、
や
よ
い
と
読

ま
せ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
草
木

が
い
や
が
う
え
に
も
は
え
繁
る
こ
と

を
「
い
や
お
い
」
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
で
き
た
用
語
で
す
。
三
月
は
英
語

で
マ
ー
チ
と
い
い
ま
す
。
何
々
行
進

曲
な
ど
で
お
な
じ
み
の
マ
ー
チ
で
、

や
は
り
発
ら
つ
と
動
く
月
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

▽
三
月
三
日
の
三
三
が
、
み
み
（
耳
）

に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
を
、

「
耳
の
日
」
と
定
め
ま
し
た
。

．
春
さ
き
は
、
耳
の
病
気
が
多
く
な

り
ま
す
。
耳
は
眼
と
と
も
に
、
私
た

ち
の
日
常
生
活
に
か
け
が
え
の
な
い

も
の
で
す
が
、
耳
の
ほ
う
は
案
外
ひ

と
に
目
立
た
な
い
せ
い
か
、
・
簡
単
に

少
し
遠
い
ぐ
ら
い
に
考
え
が
ち
で
す

耳
鳴
り
、
耳
の
痛
み
な
ど
の
あ
る
人

は
、
い
っ
ぺ
ん
専
門
医
に
診
て
も
ら

い
ま
し
よ
う
。
そ
ら
つ
と
ぼ
け
て
…

と
い
う
ま
え
に
、
聴
覚
障
害
に
気
づ

き
早
目
に
手
当
を
忘
れ
ず
に
。

　
多
摩
川
の
砂
に
た
ん
ぼ
ぼ
咲
く

　
こ
ろ
は
わ
れ
に
も
お
も
ふ
ひ
と

　
の
あ
れ
か
し
　
　
　
　
　
牧
水

．
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政
府
は
当
面
す
る
米
の
過
剰
生
産
を

解
決
す
る
た
め
、
農
家
の
皆
さ
ん
の
協

力
を
得
て
、
非
常
緊
急
の
措
置
と
し
て

の
米
の
生
産
調
整
を
実
施
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
が
、
人
口
【
億
を
越
え
る
わ

が
国
で
国
民
に
対
し
良
質
な
食
糧
を
安

定
し
た
価
格
で
豊
富
に
供
給
す
る
こ
と

は
農
業
の
重
要
な
使
命
で
あ
り
ま
す
。

政
府
は
発
展
を
つ
づ
け
る
わ
が
国
の
な

か
で
、
農
業
を
産
業
と
し
て
農
家
の
所

得
と
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
長
期
的
視
点
に
立
ち
総
合
農
政

を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。　

従
っ
て
米
の
生
産
調
整
で
は
需
要
の

拡
大
さ
れ
る
作
物
を
中
心
に
稲
作
を
転

換
さ
せ
よ
う
と
い
う
計
画
で
あ
り
ま
す

　
そ
の
ほ
か
、
生
産
性
の
低
い
水
田
で

転
作
も
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

休
耕
さ
せ
る
考
え
で
す
。

　
そ
の
た
め
転
作
休
耕
に
対
す
る
奨
励

金
を
交
付
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が

奨
励
金
は
、
農
業
共
済
の
反
収
を
基
準

と
し
て
「
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
八
十
一

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
奨
励
金
を
算
定
す
る
場
合
に
は
そ
れ

ぞ
れ
と
り
き
め
が
あ
り
、
そ
の
主
な
も

し
を
し
て
い
ま
す
が
、
町
内
各
家
庭
の

お
と
し
よ
り
の
皆
さ
ん
と
も
た
え
ず
交

わ
り
を
持
ち
、
励
ま
し
あ
い
、
い
た
わ

り
あ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
で
は
、
町
福
祉
係
や
民
生
委

員
協
議
会
、
県
福
祉
事
務
所
な
ど
と
連

絡
を
と
り
老
人
相
談
も
行
な
っ
て
い
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
持
っ
て
い
る

方
は
気
軽
に
来
園
さ
れ
、
お
話
し
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
鈴
峰
園
内
の
こ
と
に
つ

い
て
お
気
づ
き
の
点
は
お
聞
か
せ
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す

　
終
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
田
野
区
の

黒
田
秋
義
さ
ん
か
ら
見
事
な
さ
る
す
べ

り
の
木
な
ど
寄
贈
い
た
だ
き
植
込
み
し

て
、
庭
園
の
趣
き
も
更
に
増
し
、
あ
り

が
た
く
感
謝
い
た
し
ま
ナ
。

、

の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
転
作
休
耕
に
は
区
別
は
つ
け
な
い

②
造
林
養
魚
池
畜
舎
な
ど
も
転
換
の
対

　
象
と
す
る

．
③
市
街
化
区
域
も
対
象
と
す
る
が
四
十

　
五
年
度
申
に
自
分
の
都
合
で
農
地
以

　
列
に
転
用
し
た
と
き
は
奨
励
金
を
返

　
還
さ
せ
る

④
奨
励
金
は
農
業
共
済
の
基
準
反
収
で

　
算
定
す
る

⑤
目
標
数
量
以
上
に
減
産
し
た
場
合
の

　
超
過
分
に
も
奨
励
金
は
支
出
す
る

　
そ
の
ほ
か
転
換
作
物
等
の
種
類
に
も

制
限
が
あ
り
ま
す
。
・

　
本
県
割
当
は
三
千
六
百
七
十
ヘ
ク
タ

ー
弛
、
一
万
三
千
ト
ン
で
あ
り
水
田
面

積
の
七
・
六
五
で
す
。
本
町
割
当
は
二

月
二
十
日
決
定
し
、
生
産
量
に
於
い
て

九
九
ト
ン
、
調
整
二
五
・
九
咽
％
、
面

積
三
十
三
ヘ
ク
タ
：
ル
面
積
率
五
・
五

％
に
決
定
し
ま
し
た
。
．

　
町
に
お
い
て
は
二
月
い
っ
ぱ
い
に
資

料
を
整
備
し
て
各
組
合
別
に
割
当
て
を

し
ま
す
の
で
、
現
行
の
食
糧
管
理
制
度

を
堅
持
す
る
た
め
に
よ
ろ
し
く
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

　
な
お
く
わ
し
く
は
産
業
課
農
業
係
に

問
い
合
わ
せ
て
下
さ
い
。

中
学
卒
業
生
の
進
路
希
望

進
学
希
望
は
6
9
パ
ー
セ
ン
ト

　
三
月
は
卒
業
式
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

三
月
十
七
日
に
は
町
内
の
中
学
校
で
卒

業
式
が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
卒
業
生
は

全
員
で
百
七
十
三
人
（
男
八
十
九
人
、

女
八
十
四
人
）
で
す
。

　
卒
業
生
の
う
ち
で
進
学
希
望
者
（
各

種
学
校
を
含
む
）
は
全
体
．
の
穴
十
九
響

に
あ
た
る
男
穴
十
七
人
、
女
五
十
三
人

の
計
百
二
十
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
就
職
希
望
者
は
全
体
の
三
十

暫
に
あ
た
る
男
二
十
二
人
、
女
三
十
一

人
の
計
五
十
三
人
と
な
っ
て
い
ま
す
が

就
職
希
望
者
の
う
ち
全
体
の
十
七
響
に

あ
た
る
三
十
人
が
県
外
へ
の
就
職
を
希

望
し
て
い
ま
す
。
進
学
希
望
者
を
除
く

就
職
希
望
者
の
う
ち
家
事
に
従
事
す
る

人
は
わ
ず
か
に
【
人
と
な
っ
て
い
ま
す

　
三
年
間
の
な
つ
か
し
い
学
窓
を
あ
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
つ
て
飛
び

立
つ
み
な
さ
ん
は
、
よ
い
社
会
人
と
な

る
た
め
、
学
業
あ
る
い
は
修
養
の
た
め

に
励
ん
で
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　
ち
な
み
に
、
町
内
小
学
校
の
卒
業
生

は
東
郷
小
六
十
八
人
、
福
島
小
三
十
「

人
、
坪
谷
小
三
十
人
、
越
表
小
二
十
二

人
、
寺
迫
小
，
五
十
一
人
の
計
二
百
二
人

が
新
し
く
四
月
か
ら
中
学
校
に
入
学
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・

　
翌
天
正
六
年
八
月
大
友
宗
麟
は
五
万

の
大
軍
を
率
い
て
日
向
に
攻
め
入
っ
た

翌
年
【
月
島
津
義
久
と
高
城
川
、
耳
川

で
戦
い
大
敗
し
て
大
分
に
逃
げ
帰
っ
た

こ
の
時
山
陰
城
、
坪
谷
城
共
に
義
久
の

手
に
帰
し
た
。
成
願
寺
の
上
の
西
城
は

山
陰
城
の
支
城
で
あ
る
。

，
作
家
の
劉
寒
吉
氏
は
昨
年
島
津
大
友

の
耳
川
の
激
戦
地
は
劇
画
川
原
で
あ
ろ

う
と
発
表
ざ
れ
た
興
味
深
い
発
表
で
あ

る
。
確
証
物
は
出
て
い
な
い
が
そ
の
時

代
の
板
牌
や
五
輪
塔
な
ど
が
福
瀬
、
小

野
田
地
区
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
何
等

か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
鵜

の
瀬
（
小
野
田
）
で
島
津
大
友
両
軍
が

朝
早
く
戦
っ
て
大
友
軍
が
大
敗
し
た
と

の
言
伝
は
残
っ
て
い
る
。

　
老
谷
の
野
と
小
野
田
に
六
地
蔵
を
刻

し
た
供
養
塔
が
あ
る
、
こ
れ
は
山
陰
城

の
武
将
都
甲
丹
波
守
が
天
文
十
二
年

（
四
百
二
十
七
年
前
）
に
建
立
し
た
も
の

で
あ
る
、
そ
の
他
に
も
当
時
の
墓
石
が

数
多
く
現
存
し
て
「
夏
草
や
つ
わ
も
の

ど
も
の
夢
の
あ
と
」
の
句
を
思
い
出
さ

せ
る
。
　
（
写
真
は
福
瀬
川
原
）

，

「

　
つ
コ
コ
コ
ロ
ロ
ロ
コ
ロ
ロ
　
コ
コ
コ
コ
コ
ロ
ロ

　
鈴
峰
園
だ
よ
り

　
「
梅
「
輪
、
一
、
輪
つ
つ
の
暖
か
さ
」
の

句
の
ご
と
く
、
春
の
訪
れ
と
と
も
に
鈴

峰
園
内
の
生
活
も
．
明
る
い
ム
ー
ド
い

つ
ば
い
の
毎
日
を
す
ご
し
て
い
ま
す
。

　
老
人
福
祉
に
対
す
る
国
の
予
算
も
決

り
、
老
後
の
保
障
や
保
健
も
ま
す
ま
す

向
上
し
て
き
ま
し
た
。
お
と
し
よ
り
を

大
事
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す

が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
行
な
わ
れ
な
い

で
家
庭
や
社
会
環
境
の
な
か
で
断
絶
と
．
．

い
う
言
葉
で
あ
っ
か
わ
れ
る
例
も
少
な

く
な
い
よ
う
で
す
。

　
鈴
霊
園
吋
五
十
人
の
私
た
ち
は
大
家

族
で
、
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
楽
し
い
暮

山
陰
城
と
坪
谷
城

　
　
　
　
　
塩
　
月
　
儀
　
市

　
伊
東
義
祐
は
日
向
国
の
ほ
と
ん
ど
を

　
　
　
　
　
　
　
あ
が
た

手
中
に
収
め
僅
か
に
県
（
延
岡
）
の
土

持
氏
の
み
が
残
っ
て
い
た
。
義
祐
は
都

於
郡
に
本
城
を
お
き
永
禄
十
【
年
（
四

百
十
年
前
）
．
領
内
各
地
に
守
備
を
配
置

し
て
城
主
三
十
九
、
領
主
七
を
定
め
た

三
十
九
城
の
中
に
山
陰
城
、
坪
谷
城
が

あ
る
。
こ
の
出
城
は
門
川
城
、
塩
見
城

郷
土
の
今
昔
②

と
共
に
北
の
護
り
で
あ
っ
た
。
山
陰
城

主
は
米
良
喜
内
、
坪
谷
城
主
は
米
良
休

助
で
あ
る
。

　
天
正
五
年
（
三
百
九
十
三
年
前
）
伊

東
義
心
は
島
津
義
久
と
戦
い
大
敗
し
て

僅
か
に
身
を
も
っ
て
山
づ
た
い
に
の
が

れ
て
縁
戚
に
あ
た
る
大
分
の
大
友
宗
麟

に
た
よ
っ
た
、
こ
の
時
山
陰
城
主
米
良

喜
内
は
門
川
城
主
、
塩
見
城
主
と
共
に

島
津
氏
に
い
つ
わ
っ
て
降
り
、
ひ
そ
か

に
恢
復
の
機
を
待
っ
た
。
　
　
　
　
・

，

の

’

驚墾
興
曳
．

、

L

●
’

町制（11号）（通算224号）郷東報町3

三
戸
に
一
台
の
電
話
－
町
内
に
七
百
十
七
台

集
団
自
動
電
話
が
開
通

　
町
内
の
下
渡
川
と
寺
迫
を
除
く
全
地

域
に
農
村
集
団
自
動
電
話
が
開
通
し
、

さ
る
二
月
二
十
七
日
に
、
中
央
公
民
館

で
開
通
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
乙
れ
は
、
日
本
電
電
公
社
が
、
「
般

電
話
加
入
区
域
外
の
農
林
漁
業
地
域
に

電
話
を
ひ
き
や
す
く
す
る
た
め
、
昭
和

三
十
九
年
か
ら
農
村
集
団
自
動
電
話
の

制
度
を
設
け
て
、
全
国
的
に
加
入
を
す

す
め
て
い
る
も
の
で
、
本
町
で
は
、
昨

年
三
月
に
寺
詣
地
区
七
十
八
戸
が
加
入

し
て
お
り
ま
す
。

．
こ
の
た
び
の
電
話
開
通
は
、
山
陰
地

区
三
百
三
十
四
戸
、
坪
谷
地
区
百
七
十

八
戸
の
合
計
五
百
十
二
戸
が
加
入
し
て

昨
年
十
二
月
か
ら
工
事
が
行
な
わ
れ
て

ざ鐸瓠協’綴揚纏協膨協一望腸篇郷協”傷脇聯傷陥署

1町の話顧ii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　照’㎜〃’’’’’’’”〃’’”ノ〃，累〃凹’〃’顕’’’”〃’〃加’冨〃”糞ミ
　　ノ’累冨冨累’’’’’’’’’’’’”，’，’，’z’”冨ノ’〃’’”〃’，，’’’’’’”賦’’”ノ，，，．、

　　　青年がグラウンド整地・

　2月15日、町青年団員50名が、町営総合

グラウンドの整地作業を行ないました。
　このグラウンドは昨年12月に完成したば

かりであちこちに石ころがころがっていま

したがすっかりきれいになりました。

蕩函添1濫、、・マ7、

開通をよろこぶ加入者

早速モシモシ……

い
た
も
の
で
、
二
月
に
全
戸
の
電
話
機

取
り
つ
け
が
終
り
通
話
を
開
始
い
た
し

ま
し
た
。
．
こ
れ
で
既
設
の
電
話
二
百
五

台
と
合
わ
せ
町
内
の
電
話
の
台
数
は
七

百
十
七
台
と
な
り
、
約
三
戸
に
「
台
の

電
話
普
及
と
な
り
ま
す
。

　
農
村
集
団
自
動
電
話
と
は
、
そ
の
区

域
が
半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
、

「
般
電
話
加
入
区
域
を
除
い
た
範
囲
内

を
対
象
と
し
て
お
り
、
加
入
者
八
人
前

後
が
【
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
、
h
本
の

電
話
線
か
ら
分
岐
し
て
電
話
機
を
取
り

つ
け
使
用
す
る
し
く
み
の
も
の
で
、
同

」
じ
グ
ル
ー
プ
の
【
人
が
話
し
中
の
場
合

は
、
他
の
人
は
通
話
で
き
な
い
の
が

こ
の
電
話
の
特
徴
で
す
。
ま
た
、
電
話

機
は
ダ
イ
ヤ
ル
が
つ
い
た
自
動
式
を
使

用
し
て
い
ま
す
が
そ
の
他
は
「
般
電
話

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
全
国
の
ど
こ
へ

で
も
か
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
電
話
は
、
　
一
個
あ
た
り
「
万
七

．
千
円
程
度
の
加
入
者
負
担
で
設
置
さ
れ

て
お
り
、
通
話
料
金
も
市
外
通
話
は
別

と
し
て
、
毎
月
五
百
七
十
円
の
定
額
で

同
地
区
内
で
は
何
回
か
け
て
も
料
金
は

か
わ
り
ま
せ
ん
。

　
電
話
は
仕
事
や
暮
ら
し
に
い
ろ
い
ろ

と
便
利
な
も
の
で
す
が
、
電
話
は
お
互

婁
一
声
～
《
隻
・
一
≧
一
聖
～
《
一
～
壕
と
～
≧
腎
老
～
・
～
～
う
㌦
寒
）
ξ
）
《
～
≧
～
≧
魁
・
～
態
【
蜜
凄
墨
そ
一
蟻

，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（

　　　　郡青年駅伝で健斗

　恒例の東臼杵郡青年駅伝大会が、1月25

日に諸塚～東郷の間で行なわれました。東

郷町勢は健斗むなしく13チーム中8位でし
たが、’ ﾅ後までの力走に沿道の声援も一段

と高いものがありました。

い
が
　
　
に
か
け
る
こ
と
に
よ
ゲ
、
経

済
的
に
効
果
的
に
そ
の
真
価
を
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
特
に
電
話
線
は
、
共
同
で
使
用
し
ま

す
の
で
、
通
話
は
要
領
よ
く
簡
単
に
し

他
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
心
が
け

ま
し
よ
う
。
ま
た
、
し
ば
ら
く
は
も
の

す
ご
い
混
雑
が
続
き
ま
す
が
、
こ
れ
は

電
話
の
開
通
に
伴
な
っ
て
、
親
せ
暫
、

知
人
等
の
連
絡
す
る
例
が
多
い
た
め
で

ミ

電
話
の
開
通
と
電
話
番
号
の
周
知
は
、

郵
便
は
が
き
な
ど
に
よ
り
知
ら
せ
る
よ

う
に
し
、
急
用
以
外
の
通
話
は
な
る
べ

く
控
え
る
よ
う
に
お
ね
が
い
し
ま
す
。

特
に
子
ど
も
さ
ん
の
「
い
た
ず
ら
電

話
」
等
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
ご
協
力

か
た
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

’
通
話
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
り
、
電
話

を
気
軽
に
、
そ
し
て
じ
ょ
う
ず
に
使
い

ま
し
よ
う
。ミ

保
険
料
は
納
期
内
に
1
1
国
民
年
金

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
納
期
限
ま

で
に
必
ず
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
納
期
限
は

四
月
分
か
ら
六
月
分
ま
で
の
保
険
料
は

七
月
末
日
、
七
月
分
か
ら
九
月
分
ま
で

は
十
月
末
日
、
十
月
分
か
ら
十
二
月
分

ま
で
は
翌
年
の
「
月
末
日
、
「
月
分
か

ら
三
月
分
ま
で
は
四
月
末
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
保
険
料
を
納
期
限
ま
で

に
納
め
て
い
ま
せ
ん
と
、
．
不
慮
の
事
故

に
あ
っ
た
と
き
な
ど
に
、
障
害
年
金
や

母
子
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
と
き
が
あ

り
ま
す
。
現
に
保
険
料
納
め
忘
れ
た
り

納
め
遅
れ
た
り
し
て
い
た
た
め
に
、
障

害
年
金
や
母
子
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
人
達
が
い
ま
す
。
事
故

が
起
き
て
か
ら
あ
わ
て
て
保
険
料
を
納

め
て
も
、
間
に
あ
わ
な
い
わ
け
で
す
。

ま
た
保
険
料
は
、
納
期
限
か
ら
二
年
た

ち
ま
す
乏
、
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
か
ら
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
た
期
間

が
あ
り
ま
す
と
、
老
令
年
金
を
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ず
、
老
後
の
生
活
に
困

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
、
被

保
険
者
の
ほ
か
、
世
帯
主
お
よ
び
配
偶

者
に
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
保
険
料
は
次
の
方

法
に
よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
期
日
に

は
早
め
に
準
備
し
て
下
さ
い
。

　
納
付
期
限
　
各
月
の
二
十
五
日

　
納
付
方
法
　
各
部
落
の
組
合
長
を
通

　
　
　
　
　
　
じ
て
納
入
、
ま
た
は
直

　
　
　
　
　
　
接
役
場
に
納
入

こ
の
ほ
か
に
、
　
「
年
分
を
ま
と
め
て
前

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
前
納
し
ま

す
と
年
金
は
必
ず
も
ら
え
ま
す
し
、
毎

月
納
付
す
る
手
間
が
は
ぶ
け
ま
す
の
で

非
常
に
便
利
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
前
納
を

お
す
す
め
し
ま
す
。
前
納
の
手
続
き
は

町
役
場
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
保
険
料
は

翌
年
の
四
月
末
日
を
過
ぎ
ま
す
と
、
役

場
で
は
、
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
直
接
、
社
会
保
険
事
務
所
に
納
・

め
る
か
、
納
付
書
に
よ
っ
て
、
銀
行
や

郵
便
局
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
、
手
数

が
か
か
る
だ
け
で
な
く
、
年
金
の
支
給

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
生
ず
る
の
で

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ
う
に
、

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
際
、
保
険

料
を
納
め
忘
れ
て
い
な
い
か
、
も
う
唄

度
確
認
し
て
、
も
し
納
め
忘
れ
の
保
険

料
が
あ
っ
た
と
き
は
、
今
す
ぐ
納
め
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

亀

■
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税
の
時
期
で
す

・
今
年
も
税
金
の
申
告
の
時
期
に
な
り

．
ま
し
た
。
本
町
で
も
適
正
な
申
告
を
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
町
民

税
申
告
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
、

全
員
出
席
し
て
、
異
議
の
な
い
課
税
が

な
さ
れ
る
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す

◇
三
月
二
日
（
中
央
公
民
館
）
1
一
野
瀬

．
小
野
田
、
鶴
野
内
、
八
重
原
、
迫
野
内

．
田
野
、
羽
坂

．
◇
三
月
三
日
（
昌
福
寺
y
1
1
坪
谷
、
瀬

平
、
仲
深
　
　
（
寺
迫
公
民
館
）
距
寺
迫

や
三
月
四
日
（
児
洗
公
民
館
）
打
越
表

、
（
区
長
宅
）
目
下
渡
川

ビ
申
告
提
出
期
限
　
三
月
十
穴
日

　
課
税
台
帳
の
縦
覧
は
三
月
【
日
か
ら

」二

¥
日
ま
で
で
す
。
毎
年
行
な
う
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
を
三
月
二
十
日

ま
で
行
な
ケ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
希
望

の
方
は
直
接
税
務
課
ま
で
お
い
で
下
さ
，

い
。

保
育
所
入
所
児
募
集
〃

　
昭
和
四
十
五
年
度
鶴
野
内
、
坪
谷
保

育
所
の
入
所
児
童
を
募
集
中
で
す
。
希

望
者
は
各
保
育
所
ま
た
は
、
役
場
福
祉

係
ま
で
印
か
ん
持
参
の
上
申
出
て
下
さ

い
。噌、

蜿
W
人
員
（
三
才
児
以
上
）

　
　
鶴
野
内
保
育
所
　
六
十
名

　
　
坪
　
谷
保
育
所
　
穴
十
名

二
、
募
集
期
間

　
　
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で

三
、
決
定
通
知

　
　
三
月
二
十
日
ま
で
に
決
定
通
知
し

　
　
ま
す
。

　
行
政
相
談
が
あ
り
ま
す

　
三
月
十
二
日
、
午
前
十
時
か
ら
午
時

三
時
ま
で
、
町
役
場
購
堂
で
行
政
相
談

を
行
な
い
ま
す
。
役
所
仕
事
で
お
困
り

に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
っ
と
く
が
い

か
な
い
こ
と
、
希
望
す
る
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
、
な
ん
で
も
結
構
で
す
。
【
切

無
料
で
秘
密
を
守
り
、
親
身
に
な
っ
て

相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
遠
慮
な
く
お
い

で
く
だ
さ
い
。

　
　
も
う
す
ぐ
一
年
生

　
四
月
八
日
は
小
学
校
の
入
学
式
で
す

就
学
児
を
お
も
ち
の
ご
家
庭
で
は
、
そ

ろ
そ
ろ
次
の
よ
う
な
準
備
を
い
た
し
ま

し
よ
う
。

◎
服
そ
う
は
、
華
美
な
も
の
よ
り
、
じ

　
よ
う
ぶ
な
も
の
に
し
ま
し
よ
う
。

②
早
寝
、
早
起
き
、
洗
面
等
の
習
慣
づ

　
け
を
始
め
ま
し
よ
う
。

③
団
体
生
活
に
適
応
す
る
た
め
、
自
分

　
の
名
ま
え
と
は
っ
き
り
と
し
た
返
事

　
が
言
え
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
よ

　
う
。

④
自
分
で
の
用
便
等
、
自
分
の
こ
と
は

　
で
き
る
だ
け
、
ひ
と
り
で
で
き
る
よ

　
う
に
し
て
お
き
ま
し
よ
う
。

⑤
登
下
校
の
道
順
を
し
っ
か
り
教
え
、

　
実
地
に
交
通
指
導
を
し
て
お
き
ま
し

　
よ
う
。
　
　
　
．

⑥
病
気
等
は
早
め
に
な
お
し
て
お
き
ま

　
し
よ
う
。

⑦
文
字
、
数
な
ど
は
む
り
に
教
え
な
い

　
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
（
習
い
た
が
る

　
も
の
は
か
ま
い
ま
せ
ん
）

．
⑧
学
校
は
楽
し
い
と
こ
ろ
、
先
生
は
や

　
さ
し
い
人
一
と
教
え
て
、
学
校
へ
の

　
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
、
レ
よ
う
。

、

県
延
岡
総
合
庁
舎
が
移
転

建
『
鳳

瞳立癌院

漣
「

　　

m

「
」
「
，

新庁盆範図

　
か
ね
て
よ
り
工
事
申
で
あ
り
ま
し
た

宮
崎
県
延
岡
総
合
事
務
所
庁
舎
が
こ
の

ほ
ど
完
工
し
、
三
月
六
日
よ
り
新
庁
舎
．

に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
新
庁
舎
の
住
所
は

　
　
延
岡
市
愛
宕
町
二
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
二
三
番

移
転
す
る
事
務
所

　
　
宮
崎
県
延
岡
県
税
事
務
所

〃〃〃〃〃〃〃

東
道
杵
福
祉
事
務
所

延
岡
労
政
事
務
所

東
旧
杵
農
林
事
務
所

北
部
蚕
業
技
術
指
導
所

東
旧
杵
耕
地
事
務
所

延
岡
土
木
事
務
所

教
育
庁
東
旧
杵

　
　
　
　
　
教
育
事
務
所

農
集
電
話
の
番
号
H
役
場

　
役
場
に
用
の
あ
る
人
は
次
の
と
お
リ

ダ
イ
ヤ
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

総
務
課

住
民
課

税
務
課

産
業
課

建
設
課

七
三
四
七
番

七
三
五
七
番

七
三
穴
七
番

七
一
一
一
七
六
番

七
四
二
七
番

　
　
冬
物
の
仕
末
を

　
さ
わ
や
か
な
春
の
風
に
ふ
か
れ
て
い

る
の
は
気
持
ち
の
よ
い
し
と
で
す
が
、

舞
い
上
が
る
土
ぼ
こ
り
に
は
閉
口
い
た

し
ま
す
。
寒
い
冬
中
着
ど
お
し
た
、
オ

ー
バ
ー
な
ど
冬
物
の
よ
ご
れ
が
目
立
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
て
そ
の
後
仕

末
が
た
い
へ
ん
で
す
が
混
ま
な
い
う
ち

に
早
目
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
ま
し

よ
う
。

　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
に
よ
っ
て
、
そ
の

．
技
術
」
・
設
備
・
用
い
る
洗
剤
・
お
客
の

品
に
対
す
る
心
づ
か
い
・
事
故
が
お
こ

っ
た
と
き
の
保
証
な
ど
ず
い
ぶ
ん
違
い

ま
す
か
ら
、
値
段
の
高
低
だ
け
で
な
く

こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
面
も
よ
く
検
討
し

て
、
な
じ
み
の
店
を
選
び
ま
し
よ
う
。

　
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
品
質
表
示
に

も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
注
意
が
必
要
で
す
。

叢
懇
懇

　
　
　
一
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

味
圖
劇
閣
一
調
名
円
翻
門

伊大中植鶴都山
東平森田田甲床

千進’和美康芳静

春一江穂子彦佳

結
婚

－
氏

　　朝　久哲勝
尚徹　誠二
　　夫　男郎徳

お
め
で
と
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

m
　
　
筆
　
　
　
　
こ
と
し
は
、
　
…

…万

N
餐
惣
蕪

…
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
し
と
い
わ
れ
た
…

…
よ
う
に
こ
れ
か
ら
は
気
温
も
日
ま
”

…
し
に
上
が
り
花
が
咲
き
、
鳥
が
さ
珊

…
え
ず
る
季
節
に
な
り
ま
す
。
三
月
“

…
は
何
と
い
っ
て
も
い
そ
が
し
い
月
…

…
で
す
。
と
く
に
、
受
験
、
進
学
、
　
…

…
卒
業
、
就
職
な
ど
、
子
ど
も
さ
ん
開

…
の
お
ら
れ
る
ご
家
庭
で
は
【
段
と
…

…
気
ぜ
わ
し
い
も
の
で
す
。
気
候
も
∴

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

…
変
わ
り
め
に
当
た
り
ま
す
の
で
、
　
“

…
健
康
に
注
意
し
て
た
の
し
い
春
を
…

瑚
迎
え
ま
し
．
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
朋

♂
●
・
■
9
■
■
●
昌
■
8
■
8
8
●
8
●
■
■
幽
●
●
●
咀
曹
・
●
■
●
●
●
■
8
●
●
■
8
■
8
曹
．

平小白橋海井

野林波口野本

真和靖仁智岩

澄男子志江根

細
郷
欄

寺
　
　
迫

宮
崎
市

福
　
　
瀬

日
向
市

下
渡
川

小
野
田

湯
瀬

羽
　
坂

鶴
野
内

減
迫

鶴
野
内

、海佐矢

永野藤野

嚢；支藩｝名

●黙li

死
亡
　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

田甲金小中那高下高岬氏

辺斐子玉鶴木尾・木｝

書誌瀦諜本

人　　［
45年を月1日琴

男　　3．599

女　　3．945

旦
粧
人
人

7．544人数総

1．794世帯帯数
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