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県
道
日
向
－
人
吉
線
が
四
月
【
日
か

ら
国
道
に
昇
格
し
、
国
道
三
二
七
号
線

と
し
て
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
き
り
ま
し
．

た
。　

国
道
に
昇
格
し
た
の
は
、
県
道
日
向

－
人
吉
線
の
う
ち
日
向
市
か
ら
椎
葉
村

那
須
橋
ま
で
の
七
十
「
キ
ロ
メ
：
ト
ル

で
、
う
ち
東
郷
町
内
を
通
過
す
る
の
は

十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。

　
主
要
地
方
道
の
国
道
昇
格
に
つ
い
て

は
、
全
国
か
ら
激
し
い
陳
情
運
動
が
続

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
十
二
月

建
設
省
国
道
審
議
会
で
七
十
【
の
全
国

地
方
路
線
と
と
も
に
国
道
昇
格
が
内
定

四
月
か
ら
晴
れ
て
国
道
と
し
て
発
足
し

た
も
の
で
す
。

　
三
月
三
十
「
日
、
日
向
市
に
お
い
て

と
も
に
四
月
か
ら
国
道
に
昇
格
し
た
県

北
の
日
向
一
人
吉
、
延
岡
一
三
重
、
高

千
穂
一
大
津
間
の
三
路
線
国
道
昇
格
記

念
祝
賀
式
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
昇
格
を
祝
っ
て
椎
葉
村

か
ら
諸
塚
、
南
郷
、
西
郷
、
東
郷
各
町

村
を
通
っ
て
日
向
ま
で
車
二
十
台
に
よ

る
パ
レ
ー
ド
を
行
な
い
ま
し
た
。

　
国
道
に
昇
格
す
る
と
①
道
路
改
修
に

伴
な
う
国
庫
補
助
率
が
三
分
の
二
か
ら

四
分
の
三
に
増
額
さ
れ
る
②
道
路
整
備

も
重
点
的
に
行
な
わ
れ
、
災
害
復
旧
工

事
な
ど
が
優
先
さ
れ
る
な
ど
の
特
典
が

あ
り
、
改
良
、
舗
装
工
事
も
急
ピ
ッ
チ

で
す
す
み
、
産
業
開
発
な
ど
に
果
す
役

割
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
写
真
は
国
道
昇
格
祝
賀
パ
レ
ー
ド
）
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花
だ
よ
り
　
「
年
を
通
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
四
月
は
気
温
上
昇
の

割
合
が
い
ち
ば
ん
大
き
い
と
い
わ
れ

ま
す
。
桜
、
や
ま
ぶ
き
、
タ
ン
ポ
ポ

…
…
野
に
山
に
よ
う
や
く
花
の
季
節

が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
花
だ
よ
り
に

さ
そ
わ
れ
て
、
い
よ
い
よ
行
楽
の
シ

ー
ズ
ン
に
入
り
ま
す
が
、
花
曇
り
の

日
も
多
く
、
空
気
が
乾
燥
し
て
、
と

き
わ
り
強
い
南
風
が
吹
き
あ
れ
ま

す
。
山
火
事
な
ど
に
も
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▽
暖
か
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
虫
が

目
に
つ
き
は
じ
め
ま
す
。
が
わ
い
い

虫
な
ら
文
句
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど

う
も
あ
の
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
台
所
の
付

近
を
は
い
回
る
ゴ
キ
ブ
リ
は
い
け
ま

せ
ん
。
ま
ず
、
こ
の
害
虫
の
媒
体
を

す
る
の
は
ネ
ズ
ミ
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ゴ
キ
ブ

リ
に
し
ろ
、
ネ
ズ
ミ
に
し
ろ
、
．
家
の

内
外
の
清
掃
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
れ

ば
お
の
ず
か
ら
絶
滅
で
き
る
も
の
で

す
。
ハ
エ
や
蚊
も
同
様
で
、
不
潔
に

し
て
お
．
い
て
は
、
い
つ
ま
で
も
は
び

こ
り
ま
す
。
よ
い
天
気
の
日
を
選
び

「
家
総
動
員
で
、
家
の
内
外
を
き
れ

い
に
し
ま
し
よ
う
。

▽
四
月
に
な
る
と
急
に
戸
外
で
遊
ぶ

機
会
が
多
く
な
る
せ
い
か
、
こ
ど
も

の
戸
外
で
の
事
故
が
目
立
ち
ま
す
。

　
交
通
事
故
、
水
の
事
故
に
充
分
注

意
し
、
新
学
期
で
張
り
き
っ
て
い
る

こ
ど
も
を
健
や
か
に
育
て
ま
し
ょ
う

　
雲
ふ
た
つ
合
は
む
と
し
て
は
ま

　
た
遠
く
分
れ
て
消
え
ぬ
鼻
春
の
ゐ
嘗

、
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
水
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い
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四
月
六
日
か
ら
十
五
日
ま
で
「
昭
和

四
十
五
年
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」

が
全
国
い
っ
せ
い
に
実
施
さ
れ
ま
し
た

　
こ
の
運
動
は
、
昭
和
二
十
三
年
秋
以

来
、
毎
年
春
秋
二
回
実
施
さ
れ
、
今
回

は
第
四
十
四
回
に
当
た
り
ま
す
。

　
春
の
運
動
は
、
こ
こ
数
年
来
五
月
申

旬
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
本
年

は①
上
半
期
に
お
け
る
交
通
事
故
死
者
数

　
の
状
況

②
新
入
学
期
に
お
け
る
こ
ど
も
の
交
通

　
事
故
防
止
と
の
関
連

③
ゴ
「
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
お
け
る
交

　
通
事
故
多
発
の
抑
制

等
を
考
慮
し
、
こ
の
運
動
の
【
層
の
効

果
を
は
か
る
た
め
、
四
月
に
繰
り
あ
げ

て
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　
交
通
事
故
は
年
を
追
う
ご
と
に
増
加

し
、
全
国
で
は
毎
日
た
く
さ
ん
の
尊
い

命
が
交
通
事
故
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い

ま
す
。
と
く
に
交
通
事
故
か
ら
守
る
手

だ
て
を
、
な
に
｛
つ
も
た
な
い
子
ど
も

の
命
が
毎
日
の
よ
う
に
奪
い
と
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
四
月
の
道
路
は
、
新
入
生
が
た
く
さ

ん
通
り
ま
す
。

　
交
通
事
故
の
発
生
は
、
登
校
時
よ
り

下
校
時
に
多
い
よ
う
で
す
。
登
下
校
は

ま
わ
か
道
で
も
安
全
な
道
路
を
通
る
よ

う
に
、
家
庭
で
も
学
校
ま
伽
せ
に
し
な

い
で
よ
く
注
意
し
て
や
り
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
事
故
の
な
い
平
和
な
「
日

に
す
る
だ
め
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

朝
の
ス
タ
ー
ト
が
大
事
で
す
。
子
ど
も

を
学
校
や
保
育
所
に
送
り
出
す
に
あ
た

っ
て
は
、
次
の
三
な
い
心
得
を
必
ず
実

行
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▽
遅
刻
を
さ
せ
な
い

　
こ
ど
も
は
、
遅
刻
す
る
か
も
わ
か
ら

な
い
と
思
う
と
、
た
だ
遅
れ
ま
い
と
の

【
心
か
ら
、
通
学
路
以
外
の
危
険
な
近

道
を
走
っ
た
り
、
交
差
点
で
左
右
の
安

全
も
よ
く
た
し
か
め
な
い
で
と
び
出
し

た
り
し
て
、
交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
之

も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
学
校
や
保
育
所
に

は
、
時
間
的
に
十
分
ゆ
と
り
を
も
た
せ

て
送
り
出
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
▽
忘
れ
も
の
を
さ
せ
な
ひ

　
こ
ど
も
は
、
よ
く
忘
れ
も
の
を
し
て

登
校
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
途
中

で
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
大
急
ぎ
で
引

き
惑
え
し
、
ま
た
走
っ
て
学
校
へ
向
か

い
ま
す
。
て
う
し
た
と
き
の
こ
ど
も
は

遅
刻
を
し
た
こ
ど
も
と
同
じ
よ
う
な
状

態
に
な
っ
て
、
危
険
な
目
に
あ
い
ま
す

　
こ
ど
も
が
家
を
出
る
場
合
は
、
忘
れ

も
の
は
な
い
か
ど
う
か
を
た
ず
ね
、
持

物
を
点
検
し
て
や
る
ぐ
ら
い
の
配
慮
が

必
要
で
す
。

　
△
叱
ら
な
い

　
朝
．
出
が
け
に
、
親
か
ら
こ
ご
と
を
言

わ
れ
た
り
、
叱
ち
れ
た
り
し
た
こ
ど
も

は
、
深
く
沈
み
こ
ん
だ
り
反
発
心
を
強

く
し
た
り
し
て
、
少
な
く
と
も
正
常
な

心
理
状
態
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

結
果
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
わ
ざ
と
守
ら
な
か
っ
た
り
、
と
き
に

は
や
け
く
そ
に
な
っ
て
危
険
な
こ
と
も

平
気
で
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
こ
う
し
た
こ
ど
も
の
心
理
は
、
思
わ

ぬ
事
故
の
発
生
と
い
う
形
で
は
ね
返
え

っ
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
登
校
時
に

は
、
こ
ご
と
を
言
わ
な
い
。
叱
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
守
る
べ
き
で
す
。

交
通
安
全
家
族
会
議
を

開
こ
う

昨
今
の
交
通
事
情
が
、
交
通
戦
争
と

鈴
峰
園
だ
よ
り

　
名
物
の
西
城
公
園
と
成
願
寺
の
つ
つ

じ
と
自
然
歩
道
が
美
し
い
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
隣
に
あ
る
鈴
峰
園
で
も

明
る
く
楽
し
い
、
い
そ
が
し
い
春
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　
自
然
公
園
の
み
ご
と
な
つ
つ
じ
類
が

鶴
野
内
前
田
組
合
の
み
な
さ
ん
と
鈴
峰

園
の
奉
仕
作
業
や
、
成
願
寺
の
配
慮
に

よ
っ
て
着
々
と
整
備
手
入
れ
が
す
す
み

町
内
外
か
ら
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
ま
す

　
五
十
五
人
の
お
と
し
よ
り
も
町
内
の

み
な
さ
ん
に
負
け
ず
元
気
で
す
。

　
今
年
か
ら
県
に
お
い
て
〃
老
人
い
こ

い
の
家
〃
を
県
内
に
つ
く
り
、
折
に
ふ

れ
、
お
と
し
よ
り
の
集
い
や
足
腰
を
の

ば
し
て
お
た
が
い
が
話
し
合
い
励
ま
し

合
う
場
所
に
す
る
構
想
が
で
き
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
現
在
、
全
国
の
老
人
ク
ラ
ブ
の
数
は

七
万
八
千
で
、
会
員
は
四
百
六
・
十
七
万

人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宮
崎
県
で
は
千

七
百
五
十
五
の
老
人
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま

す
。
七
十
、
八
十
は
鼻
た
れ
小
僧
、
ま

ず
こ
れ
か
ら
で
す
。
　
　
　
吐

　
鈴
峰
園
は
現
在
満
員
で
す
が
い
ろ
い

ろ
な
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
の
老
後
の
生
活
相
談
な
ど
喜
ん
で
お

相
手
い
た
し
ま
す
。
町
の
内
外
を
問
わ

ず
お
と
し
よ
り
．
の
楽
園
、
い
こ
い
の
家

と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
前
に
も
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
「
揺
れ

る
ペ
ン
ダ
ン
ト
」
の
ネ
ー
ム
の
若
い
か

た
か
ら
こ
の
月
も
慰
問
と
激
励
に
添
え

て
金
「
封
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
同

感
謝
し
て
い
ま
す
。
い
つ
の
日
か
お
目

に
か
か
り
直
接
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
鶴
野
内
の
塗
木
豊
、
寺
田
弘

の
両
氏
か
ら
見
事
な
ツ
ゲ
の
大
木
を
贈

ら
れ
ま
し
た
。
雨
の
朝
に
も
、
風
の
夕

べ
に
も
一
つ
の
景
観
を
添
え
て
お
り
感

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
鶴
亀
の
よ
わ
い
願
わ
ぱ
食
べ
物
を

つ
る
つ
る
の
ま
ず
か
め
よ
か
め
か
め
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い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
い
つ

誰
が
交
通
事
故
の
被
害
者
と
な
る
か
保

障
の
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
だ
け
に
、

わ
た
し
た
ち
は
自
己
防
衛
の
た
め
に
も

い
ろ
い
ろ
と
勉
強
し
、
事
故
に
あ
わ
な

い
よ
う
、
事
故
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に

心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
で
す
か
ら
交
通
安
全
運
動
期
間
だ
サ

で
な
く
月
に
【
回
ぐ
ら
い
は
家
族
会
議

を
開
き
、
交
通
の
き
ま
り
や
事
故
防
止

対
策
を
話
し
あ
い
、
こ
ど
も
に
し
っ
か

り
し
た
し
つ
け
を
つ
け
る
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
改
め
て
人
命
の
尊
さ
を
思
い

悲
惨
な
交
通
事
故
を
「
件
で
も
少
な
く

す
る
た
め
に
町
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

　
た
ば
こ
は
地
元
の
店
で

　
た
ば
こ
販
売
数
量
の
増
加
は
、
た
ば

こ
消
費
税
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
は

ご
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
自
分
の
住
ん
で
い
る
町
で
、
た
ば
こ

を
買
う
と
、
そ
の
町
に
、
　
【
箱
当
り

（
二
十
本
入
）
十
三
円
十
八
銭
が
税
金

と
し
て
入
っ
て
き
ま
す
。
四
十
四
年
度

の
決
算
で
は
、
六
百
三
十
九
万
九
千
円

と
い
う
た
ば
こ
消
費
税
が
町
の
収
入
に

な
り
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
万
国
博
が
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
。
お
出
か
け
の
方
も
多
い
事
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

い
ま
す
の
で
、
た
ば
こ
は
、
町
内
の
店

で
買
っ
て
行
く
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

又
買
う
際
に
は
、
宮
崎
県
の
観
光
た
ば

こ
と
し
、
観
光
宮
崎
、
太
陽
と
み
ど
り

の
国
を
P
R
し
て
下
さ
い
。

繋
コ
’
．
、

O
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安
定
し
た
農
業

国
営
開
パ
事
業
の
推
進
で

　
米
の
生
産
調
整
、
畜
産
物
の
価
格
の

暴
落
な
ど
、
農
業
を
と
り
ま
く
諸
情
勢

の
変
化
に
よ
っ
て
、
将
来
の
農
業
経
営

に
不
安
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
農
家
が
多

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
き
び
し

い
条
件
の
な
か
に
た
た
さ
れ
て
い
る
わ

が
国
農
業
に
つ
い
て
は
国
を
あ
げ
て
そ

の
解
決
に
努
力
申
で
す
。

　
町
で
も
将
来
の
農
業
は
、
ど
の
よ
う

な
条
件
に
対
し
て
も
安
定
し
た
農
業
が

で
き
る
よ
う
経
営
規
模
の
拡
大
を
は
か

り
、
そ
の
地
域
に
合
っ
た
適
作
目
を
選

定
し
、
作
目
別
営
農
集
団
に
よ
っ
て
農
、

地
の
造
成
お
よ
び
施
設
な
ど
の
同
「
条

件
を
整
備
し
集
団
の
力
に
よ
っ
て
各
種

の
悪
条
件
も
克
服
で
き
る
よ
う
な
体
制

づ
く
り
を
計
画
中
で
す
。

　
国
営
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
は
、

そ
の
目
的
に
合
致
す
る
．
用
地
の
調
達
な

ど
も
ほ
と
ん
ど
完
了
し
、
み
か
ん
、
養

蚕
の
先
進
地
視
察
、
将
来
の
農
業
情
勢

に
明
る
い
学
者
の
講
演
を
行
な
う
な
ど

農
家
の
意
識
向
上
に
努
め
て
来
ま
し
た

が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
事
業
計
画
を

．
す
す
め
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
事
業
の

優
位
性
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
自

立
経
営
農
業
確
立
の
た
め
積
極
的
に
取

組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を

お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

一、

Q
加
農
家
の
選
考

　
こ
の
事
業
に
参
加
を
希
望
す
る
農
家

の
な
か
か
ら
①
後
継
者
の
有
無
②
投
資

資
金
の
償
還
能
力
の
有
無
③
稼
働
労
力

の
有
無
④
意
欲
の
有
無
な
ど
を
参
考
に

百
八
十
戸
の
参
加
農
家
を
選
び
ま
し
た

二
、
用
地
の
取
得

　
用
地
の
配
分
1
1
自
己
所
有
山
林
以
外

の
土
地
を
増
反
す
る
農
家
に
、
買
収
し

た
土
地
を
配
分
し
、
自
己
所
有
山
林
同

様
の
移
転
登
記
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
農
家
に
説
明

会
で
納
得
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
未
墾
地
取
得
資
金
の
借
入
手
続
一
1
三

月
に
つ
づ
い
て
五
月
に
借
入
申
請
を
行

な
い
ま
す
。
申
請
済
の
も
の
五
十
二
件

で
三
千
九
百
五
十
万
円
、
五
月
計
画
分

が
七
十
六
件
で
六
千
万
円
予
定
し
て
あ

り
ま
す
。
早
急
に
売
買
契
約
を
行
な
い

地
主
に
つ
い
て
は
相
続
登
記
を
、
買
主

に
つ
い
て
は
移
転
登
記
の
手
続
き
を
取

ら
れ
る
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

三
、
開
発
構
想

　
営
農
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

基
本
方
針
を
た
て
ま
し
た
。

　
み
か
ん
　
本
地
区
は
県
の
オ
レ
ン
ジ
，

ベ
ブ
　
・
地
帯
と
し
て
明
確
な
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
て
お
り
、
広
域
濃
密
団
地
に

含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
産
地
競

争
に
対
処
す
る
た
め
に
近
代
的
な
開
園

工
法
を
と
り
、
ト
ラ
ク
タ
ー
営
農
体
系

に
よ
る
高
度
省
力
技
術
を
導
入
し
、
樹

園
地
か
ん
が
い
に
よ
る
経
営
安
定
と
増

収
を
は
か
る
特
色
あ
る
計
画
が
す
す
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
養
蚕
　
国
民
生
活
の
向
上
に
伴
な
い

衣
生
活
の
向
上
や
高
級
化
に
よ
っ
て
、

絹
の
清
費
は
増
加
し
、
本
県
の
養
蚕
は
、

全
国
上
位
の
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
近
年
養
蚕
地
帯
は
山
間
養
蚕
に
移
行

　
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
も
か
ん
が
い
方

　
式
を
と
り
入
れ
機
械
化
に
よ
る
近
代
的

　
集
団
桑
園
計
画
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　
　
養
蚕
の
営
農
集
団
は
、
機
械
の
管
理

‘
効
率
的
な
運
用
か
ら
、
「
集
団
あ
た
り

経
営
耕
地
面
積
を
十
二
か
と
し
、
共
同

経
営
、
共
同
作
業
体
系
で
極
力
推
進
す

　
る
よ
う
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
　
桑
の
導
入
品
種
も
、
現
在
普
及
し
て

　
い
る
品
種
で
す
が
、
今
年
、
高
令
地
用

と
し
て
日
田
尾
団
地
に
試
験
作
付
を
い

　
た
し
ま
し
た
。

．
8
、
ρ
．
．
．
章
9
ξ
∂
．
．
ξ
．
．
．
．
曾
．
9
∂
、
．
。
．
D
σ
．
曝
．
軌
．
．
…
．
θ
．
．
．
．
∂
．
．
7
’
瓢
．
．
曜
．
塵
9
．
．
．
．
．
．
亀
’
．
．
．
9
．
．
．
．
蔭
．
．
9
，
．
．
．
．
、
9
9
．
．
・
．
．
…
・
・
．
『
D
．
．
・
．
・
．
．
‘
、
．
．
・
．
。
．
．
畠
・
．
．
・
、
・
・
．
．
・
幽
．
：
｛
．
《
・
・
●
．
醒
・
二
辱
。
…
’
・
・
…
ξ
・
．
。
ξ
・
●
㌦
…
・
・
ξ

藷
粥
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開
く
〆

　
役
場
庁
舎
の
庭
に
あ
る
．
「
頬
徳
の

碑
」
■
前
で
、
四
月
【
日
、
頒
徳
祭
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
碑
は
、
昭
和
三
十
五
年
八
月
二

十
六
日
、
役
場
庁
舎
落
成
式
当
日
除
幕

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
碑
文
は
「
村
政
に
大
き
な
功
労
の
あ

っ
た
人
々
の
遺
業
を
し
の
び
遣
徳
を
讃

え
孝
志
永
く
そ
の
名
を
と
ど
め
村
人
た
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3 弘報　東　郷

纏の話題
1響…”耀　　””　’”　　”一一一’警i

　　冨〃〃’〃〃〃〃’蹴」〃〃〃’〃〃〃離〃’〃〃〃’〃〃＾’〃’〃’〃’糞ミ
　　”，’，，”ノノ”ノ’”，’ノ’’”ノ’ノノノ’”〃”」’’’’’’”，，’，，，，，，，，ノ，，，，，，距

　　　　養蚕農家の勉強会

　3月28日、中央公民館で養蚕組合総会が開

かれました。総会にさきだち鐘渕繊維KKの

沓掛久雄博士の駅将来への蚕糸情勢について”

という講演があり、15a名の養蚕農家の人々

が勉強しました。

ミ
1

ミミ

　　　　　胃ガン検診に列

　3月26日から28日中央公民館などで胃の集

団検診があり胃の痛み、もたれなどを訴える

人25σ人が受診しました。朝食抜きでタバコ

ものめず、フラフラしながらも長い列ができ

ていました。

ち
の
道
し
る
尺
と
し
て
こ
の
碑
を
建
て

る
」
と
刻
ま
れ
て
あ
り
ま
す
。

　
碑
文
の
示
す
よ
う
に
町
政
、
産
業
、

文
化
、
経
済
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
町

の
進
展
に
偉
大
な
功
績
の
あ
っ
た
人
々

の
功
労
を
讃
え
る
と
と
も
に
．
町
に
住

む
人
た
ち
の
道
標
と
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
。

　
現
在
こ
の
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
先
賢

者
は
、
新
名
馬
治
、
高
森
順
蔵
、
奈
須

熊
吉
の
三
氏
で
す
。

　
こ
の
日
は
、
遺
族
を
は
じ
め
、
町
内

か
ら
五
十
人
の
参
席
の
な
か
、
三
氏
の

遺
業
を
し
の
び
、
遺
徳
を
た
た
え
感
謝

い
た
し
ま
し
た
。

　
東
郷
町
は
町
政
全
般
に
わ
た
っ
て
年

年
進
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
、
社
会

情
勢
の
急
激
な
転
変
と
経
済
の
高
度
成

長
に
伴
な
う
ひ
ず
み
の
波
は
、
わ
が
町

に
も
押
し
よ
せ
て
い
ま
す
。

　
い
わ
ゆ
る
七
十
年
代
を
迎
え
ま
し
た

が
、
こ
の
年
代
は
飛
躍
の
年
代
、
技
術

革
新
の
年
代
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

本
町
も
ま
た
躍
進
の
年
代
で
あ
り
、
繁

栄
の
年
代
で
な
げ
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
先
輩
の
教
え
と
と
も
に
、
た
く
ま
し

く
、
豊
か
な
社
会
、
明
る
い
町
づ
く
り

の
た
め
、
町
を
あ
げ
て
努
め
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

町
青
年
団
役
員
決
る

　
東
郷
町
青
年
団
協
議
会
の
総
会
が
、

三
月
十
五
日
、
中
央
公
民
館
で
開
催
さ

れ
、
七
十
人
の
会
員
が
出
席
し
ま
し
た

　
午
前
十
時
半
よ
り
、
東
郷
町
農
協
の

黒
木
組
合
長
の
欧
米
視
察
に
つ
い
て
の

講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　
午
後
「
時
よ
り
、
昭
和
四
十
四
年
度

決
算
の
承
認
、
昭
和
四
十
五
年
度
の
予

算
の
審
議
を
行
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案

ど
お
り
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
引
き
つ
づ
き
、
昭
和
四
十
五
年
度
の

町
青
協
の
役
員
選
挙
が
行
な
わ
れ
次
の

と
お
り
新
役
員
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
会
長
佐
藤
正
行
（
迫
野
内
）

　
副
会
長
　
森
田
正
春
（
鶴
野
内
）

　
　
　
　
　
直
野
ヤ
ス
ヨ
（
福
二
）

　
事
務
局
長
　
平
野
宇
市
（
福
瀬
）

　
　

　
会
　
計
　
黒
木
由
美
子
（
坪
谷
）

体
育
部
長

文
化
部
長

家
政
部
長

産
業
部
長

．
那
須
成
章
（
坪
谷
）

黒
木
喜
長
（
寺
迫
）

高
森
富
美
（
小
野
田
）

（
サ
ッ
プ
会
長
が
担
当
）

’
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難舶
嚢

報
　
お
と
し
よ
り
の
み
な
さ
ん

町
老
令
年
金
の
請
求
は

　
　
　
　
　
　
　
済
み
ま
し
た
か

（通算225号）町制（12号）

　
国
民
年
金
の
老
令
福
祉
年
金
は
、
満

七
十
才
に
な
っ
た
お
と
し
よ
り
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
町
内
で
は
五
百
五
十
七
人

の
お
と
し
よ
り
が
一
千
九
万
五
千
円
の

年
金
を
受
給
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
国

教
職
員
異
動

　
転
入
（
）
は
旧
任
校
▽
東
郷
小

奥
村
満
彦
（
都
農
中
）
平
川
恵
美
子

（
大
王
小
）
岩
本
幸
枝
（
恒
富
小
）
中
瀬

．
鉄
雄
（
富
高
小
）
▽
福
瀬
小
　
今
井
藤

子
（
高
鍋
西
小
）
▽
坪
谷
小
　
千
坂
厚

　
（
寒
川
小
）
高
山
大
九
郎
（
高
鍋
西

小
）
福
井
剛
二
（
山
瀬
小
）
▽
越
表
小

安
武
稔
男
（
本
城
小
）
▽
寺
迫
小
　
江

川
正
知
（
岩
脇
中
）
▽
東
郷
中
中
村

亜
夫
（
西
米
良
中
）
山
本
正
幸
（
日
向

中
）
宮
田
三
郎
（
岡
富
中
）
黒
木
勇

（
門
川
中
）
森
迫
謙
四
郎
（
七
ツ
山
小
）

伊
能
順
子
（
北
浦
中
）
高
島
謙
一
（
大

仁
津
小
）
▽
坪
谷
中
寺
原
郁
夫
、
（
南
方

中
）
日
高
嘉
郎
（
日
の
影
中
）
根
来
恵

美
（
八
戸
中
）
岩
切
梓
（
西
米
良
申
）

▽
越
表
分
校
小
　
牧
俊
一
（
坪
谷
中
）

小
牧
八
寿
子
（
坪
谷
中
）

　
転
出
（
）
は
新
任
校
　
　
　
　
’

▽
東
郷
小
　
林
寸
感
（
鞍
岡
小
）
黒
木

義
和
（
田
辺
小
）
佐
藤
ツ
タ
エ
（
南
小
）

坂
本
淳
（
富
高
小
）
▽
福
瀬
小
　
杉
田

民
年
金
法
の
改
正
に
よ
り
、
年
金
額
が

二
万
四
百
円
か
ら
、
二
万
【
千
六
百
円

に
増
額
さ
れ
た
の
を
始
め
、
所
得
制
限

等
で
今
ま
で
支
給
停
止
さ
れ
て
い
た
人

の
中
に
も
、
制
限
が
緩
和
さ
れ
て
、
受

給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
人
も
お
り
ま

す
。
ま
た
、
夫
婦
で
共
に
福
祉
年
金
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
三
千
円
ず
つ
夫

婦
合
せ
て
六
千
円
支
給
停
止
さ
れ
て
い

ま
し
が
、
こ
れ
も
廃
止
さ
れ
て
よ
り
多

く
の
年
金
が
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
年
金

を
請
求
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん

か
？
　
年
金
は
、
本
人
が
請
求
し
て
受

け
る
の
が
、
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
忘
れ
て
請
求
し
て
い
な
い
人
は
、

．
臥
す
ぐ
、
印
か
ん
乏
、
手
数
料
（
戸
籍

関
係
証
明
）
を
持
っ
て
、
役
場
の
福
祉

係
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

円
栄
（
門
川
小
）
▽
坪
谷
小
　
甲
斐
誠

男
（
門
川
小
）
矢
野
信
雄
（
妻
南
小
）

三
田
明
（
門
川
小
）
▽
寺
迫
小
　
西
朝

五
郎
（
富
島
中
）
▽
東
郷
中
　
成
合
「

男
（
日
向
中
）
河
野
政
継
（
岡
富
中
）

河
野
充
（
土
々
呂
申
）
松
永
昭
生
（
小

川
中
）
佐
々
木
千
久
志
（
富
田
中
）
野

上
靖
子
（
門
川
中
）
大
川
原
茂
「
（
美

々
津
中
）
▽
坪
谷
中
　
朝
倉
能
信
（
退

職
）
川
辺
順
三
郎
（
東
陵
中
）
▽
越
表

分
校
　
森
本
三
男
（
大
東
中
）
森
本
明

子
（
本
城
中
）

昭
和
四
十
五
年
度
区
長
氏
名

　
▽
寺
迫
・
高
野
敏
男
▽
福
瀬
　
橋
口

登
▽
小
野
田
　
筆
瀬
清
美
▽
鶴
野
内

寺
原
国
義
▽
迫
野
内
　
野
田
浅
也
▽
八

重
原
　
橋
本
時
雄
▽
田
野
　
田
原
吉
之

助
▽
羽
坂
吉
田
寿
美
▽
仲
深
　
三
浦

三
栄
▽
坪
谷
　
寺
原
四
二
▽
瀬
平
．
海

野
新
明
▽
越
表
　
河
野
定
男
▽
下
渡
川

甲
斐
繁
春
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，
＼
～
一
馬
～
馬
～
、
～
～
之
、
～
、
～
、
之
、
～
、
～
、
～
～
～
～
～
、
之
、
～
、
～
～
～
、
之
、
～
、
～
、
～
～
之
‘

藩
領
地
と
幕
領
地

　
高
橋
氏
の
次
が
有
馬
氏
で
あ
る
、
有

馬
氏
は
産
業
方
面
に
力
を
注
ぎ
植
林
、

木
炭
製
造
な
ど
は
D
め
た
、
本
町
の
製

炭
は
今
か
ら
三
百
年
ば
か
り
前
に
は
じ

．
め
ら
れ
た
。
こ
の
頃
の
生
産
物
は
米
、

麦
、
そ
ば
、
粟
の
外
干
鮎
、
塩
鮎
、
鮎

ウ
ル
カ
、
漬
蕨
、
項
目
、
半
紙
、
茶
、

菜
種
、
ゴ
マ
な
ど
で
あ
る
。

　
藩
主
有
馬
今
一
の
と
き
郡
代
、
代
官

の
悪
政
に
堪
え
兼
ね
て
元
禄
の
悲
史
山

陰
百
姓
「
揆
の
起
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り

郷
土
の
今
昔
㈲

　
　
　
　
　
　
塩
　
月
」
儀
　
市

　
　
本
町
を
治
め
た
最
初
の
大
名
は
高
橋

解
氏
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
豊
臣
秀
吉
の
円

舞
離
離
絶
島
鰯

側
汰
を
同
伴
し
て
来
て
産
業
技
術
の
進
歩

〃
に
意
を
用
い
た
の
で
本
町
も
そ
の
影
響

短
は
受
け
た
で
あ
ろ
う
が
詳
か
で
な
い
。

に
も
有
名
で
あ
る
。
と
の
罪
で
有
馬
氏

　
　
　
　
　
い
と
い

は
高
城
の
藩
糸
魚
川
へ
移
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
が
三
浦
氏
、
次
が
牧
野
氏
、

次
に
内
藤
氏
が
磐
城
国
か
ら
延
岡
に
転

封
さ
れ
廃
藩
置
県
ま
で
八
代
百
二
十
年

の
間
延
岡
藩
主
と
し
て
つ
づ
い
た
。

　
山
陰
百
姓
一
揆
の
起
っ
た
翌
々
年
の

元
禄
五
年
に
幕
府
は
坪
谷
村
、
下
三
ゲ

村
を
幕
領
と
し
て
廃
藩
ま
で
つ
づ
い
た

　
内
藤
氏
時
代
の
石
高
は
山
陰
村
「
六

【
二
石
四
升
八
合
、
八
重
原
迫
野
内
二

っ
匹
～
r
、
～
ξ
ヒ
～
と
発
≧
～
老
ヤ
》
k
“
ン
・
堅
劉
オ
》
～
、
2
、
、
ア
、
・
、
・
）
ろ
＼
曳
・
～
黛
・
オ
＼
警
－
～
＼
“
）
’

藪
瀞
笠
窪
．
．
誕
末
k
k
》
、
．
雛

　
自
選
謬
ソ
～
り
・
葉
翻
繋
窯
餐
’
・
・
差
へ

　
　
二
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

赤
ち
ゃ
ん
の
名
一
壷
の
名
「
部
落

黒近黒矢
木藤木野

立　美
子』忍穂認

文面康知

盤上鶴三階

　　　1
田月田原1婚

嘉島憩藷

義雄

迫坪寺坪
野

内谷迫谷

羽
　
坂

福
　
瀬

鶴
野
内

　
〃

死
亡
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

　
　
　
　
σ

又居佐小中直

見軒藤林田野

宗義い茂イ彊
三　ち太
郎一よ郎マ芋

五六　六六三
九一〇七九七
　　　　　才

二曲迫福羽福
　　野
分谷内月毛瀬

1

三
三
石
九
升
四
合
、
坪
谷
二
四
二
石
烹

斗
二
升
八
合
、
下
三
ゲ
＝
六
石
八
斗
N

四
升
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
ジ

　
延
岡
藩
で
は
郡
の
長
官
が
郡
奉
行
州

稀
麟
翻
雛
饗
鎚

唄㎜
迄
k
鞭
繋
　

　
本
町
の
八
重
原
は
田
代
組
に
属
し
、
　
肉

山
陰
、
坪
谷
、
下
三
ゲ
は
山
陰
組
で
大
4

庄
屋
が
小
野
田
に
い
た
が
坪
谷
、
下
三
～

蕪
慧
．
擁
鞘
撫

は
無
か
っ
た
。
門
に
は
弁
指
と
い
う
卿

役
人
が
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

庄
屋
の
下
に
年
タ
糎
代
が
い
素

そ
の
下
役
に
筆
取
と
小
弓
が
い
た
。
筆
～

取
は
書
記
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
門
の
下
に
五
人
組
が
あ
っ
た
、
五
人
肉

蜘
騒
騨
璽
難
難

出
た
場
合
は
組
が
そ
の
責
任
を
負
っ
州

た
。
　
（
写
真
は
山
陰
百
姓
一
揆
の
碑
）
　
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

u
“
オ
、
、
卒
渉
〉
、
矛
、
寮
ン
．
＼
黙
、
、
ゐ
く
．
“
噛
汐
、
寒
r

口45年3月1日現在人

3．608人

3．941人

7．549人

1．799世帯

男
女
　
数学

世帯数

為
年
筆
隙
灘
協

　
　
　
　
　
　
　
い
ら
れ
ま
す
。
町
報

を
読
ん
で
い
た
だ
く
人
に
ど
れ
だ
け
の

こ
と
が
知
っ
て
い
た
だ
け
る
か
常
に
心

配
し
な
が
ら
編
集
し
て
い
ま
す
。

　
新
年
度
最
初
の
日
報
が
遅
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
皆
さ
ん
の
お
手

も
と
に
お
届
け
で
き
ま
す
が
遅
れ
ま
し

た
こ
と
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　
就
職
、
進
学
そ
し
て
結
婚
な
ど
新
し

い
ス
タ
ー
ト
の
多
い
四
月
で
す
。
張
り

き
っ
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
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