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9

式
辞
　
町
長
小

／
牽
目
こ
こ
に
東
郷
村
を
東
郷

荊
糞
盤
二
丁
輌

し
て
、
毎
案
内
申
し
上
げ
ま
し

た
と
こ
ろ
罵
知
事
代
理
の
方
を

は
じ
め
多
数
来
賓
の
御
臨
席
を

辱
う
し
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の

こ
の
上
も
な
い
旧
び
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

野

弘

　
私
の
町
は
明
治
二
十
二
年
町

村
制
を
実
施
し
て
以
来
、
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
三
月
現
在
人
口
七
、

六
七
【
人
、
面
積
一
＝
八
・
六

一
平
方
粁
で
東
臼
杵
郡
南
部
に

位
し
所
謂
入
郷
地
方
の
門
戸
と

し
て
、
曳
文
化
交
通
上
要
衝
の

地
に
あ
り
、
新
三
一
都
市
の
「

環
と
し
て
時
代
の
脚
光
を
浴
び

農
梱
産
物
及
び
人
的
資
源
の
給

源
地
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
町
制
の
施
行
は
多
年
の
念
願

で
あ
り
ま
し
た
が
娯
の
定
め
る

条
件
に
満
た
ず
、
最
近
は
人
口

の
流
動
に
伴
い
ま
し
で
益
々
困

難
な
事
情
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

　
然
し
な
が
ら
興
隆
当
局
の
積

極
的
な
施
策
に
よ
り
本
町
を
縦

断
亦
は
横
断
す
る
県
道
日
向
人

吉
線
を
は
じ
め
日
向
下
三
ケ
線

等
の
改
修
が
着
々
と
進
み
、
現

在
に
隔
て
は
日
向
よ
り
山
陰
ま

で
舗
装
が
つ
づ
き
時
間
に
し
て

も
僅
か
十
五
分
に
て
中
心
部
に

達
す
る
等
、
こ
れ
の
改
良
工
事

の
進
捗
に
比
例
し
て
町
の
申
心

地
区
の
様
相
も
「
変
し
、
県
の

「
町
と
し
て
の
要
件
を
定
め
る

条
例
」
に
適
合
す
る
に
至
っ
た

の
・
で
あ
り
ま
す
。

　
時
恰
も
明
治
百
年
を
記
念
す

る
意
義
あ
る
年
に
あ
た
り
住
民

の
間
に
於
て
も
町
制
施
行
の
議

が
起
こ
り
、
村
議
会
に
於
て
も

こ
れ
が
決
議
を
み
ま
し
た
の
で

去
る
二
月
十
三
日
町
制
施
行
の

申
請
を
県
に
提
出
い
た
し
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
県
当
局
に
於

か
れ
て
は
、
実
地
を
調
査
検
討

さ
れ
御
理
解
あ
る
指
導
と
助
言

を
い
た
ゴ
き
一
領
議
会
の
御
協

力
に
よ
り
三
月
七
日
の
定
例
議

会
に
提
案
と
な
り
満
場
門
致
を

も
っ
て
決
定
を
み
た
の
で
あ
り

ま
す
。
私
達
の
喜
び
は
こ
れ
に

過
ぎ
た
る
も
の
は
な
く
、
こ
の

機
会
に
も
厚
く
御
礼
を
申
し
述

べ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
コ

　
町
制
施
行
が
行
財
政
等
形
式

上
の
運
用
に
村
と
何
等
変
り
は

な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
名
称

が
村
で
あ
る
場
合
と
町
で
あ
る

場
合
に
於
け
る
住
民
の
自
治
意

識
は
大
い
に
異
な
る
も
の
が
あ

り
所
謂
劣
等
観
念
の
除
去
に
よ

り
無
形
の
利
益
を
得
、
こ
れ
に

よ
っ
て
重
な
る
本
町
の
悪
条
件

を
克
服
し
将
来
発
展
の
基
礎
と

な
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
本
町
に
於
き
ま
し
て
は
町
制

の
施
行
と
同
時
に
町
民
憲
章
や

町
民
歌
の
制
定
を
な
し
、
亦
町

営
の
総
合
グ
ヌ
ウ
ン
ド
、
中
央

公
民
館
体
育
館
等
の
建
設
を
計

画
し
住
民
福
祉
の
向
上
を
図
り

た
い
と
存
じ
て
い
ま
す
。

　
然
し
町
づ
く
り
の
中
心
を
な

す
も
の
は
何
を
お
い
て
も
農
林

業
の
近
代
化
を
図
る
こ
と
で
、

農
業
方
面
に
於
て
は
昭
和
四
十

年
よ
り
農
業
構
造
改
善
事
業
を

実
施
し
既
に
事
業
を
完
了
し
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
更
に
昭
和

四
十
二
年
よ
り
国
営
に
よ
る
美

々
津
地
域
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事

業
を
推
進
し
、
町
内
約
二
千
町

の
開
拓
を
な
し
ミ
カ
ン
、
養
蚕

畜
産
を
主
幹
作
目
と
し
て
営
農

の
改
善
を
す
る
こ
と
に
致
し
て

お
り
ま
す
。
林
業
方
面
に
お
き

ま
し
て
は
昭
和
四
十
四
年
を
第

「
年
度
と
す
る
三
ケ
年
に
亘
る

林
業
構
造
改
善
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の

外
本
年
度
に
於
き
ま
し
て
は
新

規
の
事
業
と
し
て
町
道
の
整
備

計
画
、
山
陰
地
区
簡
易
水
道

事
業
、
教
育
施
設
と
し
て
坪
谷

小
学
校
に
屋
内
体
育
館
の
建
設

を
企
図
レ
て
い
る
の
で
あ
軌
ま

す
。　

こ
れ
等
を
総
合
し
て
新
し
い

町
東
郷
を
建
設
す
る
た
め
長
期

的
視
野
に
立
っ
て
新
町
振
興
審

議
会
を
設
け
衆
知
を
あ
つ
め
て

町
制
発
展
の
基
礎
を
定
め
た
い

と
念
願
し
て
い
な
す
。

　
「
ふ
る
襲
の
尾
鈴
の
山
の

　
　
　
へ

　
か
な
し
き
よ
秋
も
か
す
み
の

　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
0

た
な
び
き
て
居
り
L

　
若
山
牧
水
先
生
は
明
治
十
八

年
私
達
の
ふ
る
さ
と
に
生
を
導

け
ら
れ
ま
し
た
、
私
た
ち
は
先

生
と
郷
土
を
同
じ
く
す
る
と
い

う
誇
り
と
感
激
を
常
に
胸
に
抱

き
な
が
ら
、
健
康
で
豊
か
な
文

化
の
町
と
し
て
今
後
の
建
設
に

挨
拶

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
県
御
当
局
を
は
じ
め
御
来
臨

の
皆
様
の
今
後
に
於
け
る
御
指

導
御
協
力
を
切
に
希
望
し
て
や

ま
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
、
い

さ
さ
か
蕪
辞
を
述
べ
て
式
辞
と

い
た
し
ま
す
。

町
議
会
議
長
日

　
本
日
待
望
の
わ
が
東
郷
町
が

誕
生
し
娘
知
事
代
理
官
殿
を
は

じ
め
来
賓
多
数
御
臨
席
の
も
と

に
そ
の
記
念
の
式
典
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
こ
と
は
欣
快
に
堪
え
ま

せ
ん
。

　
こ
の
度
の
町
制
施
行
に
邪
雲

ま
し
て
は
県
御
当
局
、
娯
議
会

の
方
々
の
あ
だ
た
か
い
御
指
導

と
御
理
解
の
も
と
に
実
現
で
き

た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
町

自
治
進
展
の
上
に
誠
に
慶
賀
に

堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し

て
深
く
感
謝
し
ま
す
。

　
わ
が
東
郷
町
は
明
治
二
十
二

年
町
村
制
の
施
行
と
と
も
に
東

郷
村
と
し
で
生
ま
れ
ま
し
て
、

弦
に
八
十
年
、
そ
の
間
私
達
の

先
回
は
教
育
を
す
す
め
、
道
路

を
拓
き
、
産
業
を
興
し
、
文
化

を
高
め
て
村
勢
の
伸
張
と
村
自

．
治
の
確
立
の
た
め
親
か
ら
子
に
．

そ
の
美
風
を
伝
え
て
村
造
り
に

励
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
私
た

ち
も
ま
た
先
輩
の
心
を
心
と
し

て
村
勢
の
充
実
に
微
力
を
捧
げ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
由
来
我
が
町
は
日
向
市
に
隣

し
入
前
地
区
の
関
門
と
し
て
交

通
、
産
業
、
文
化
の
上
に
重
要
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

な
役
割
を
果
し
て
き
ま
し
た
が
・

高
郡
司

ら
か
に
奏
で
ら
れ
る
に
当
り
ま

し
て
愈
々
そ
の
重
要
性
は
高

く
、
果
す
べ
き
役
割
は
極
め
て

大
き
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
痛

感
い
た
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
と
き
に
あ
た
り
た
ま
た

ま
明
治
百
年
の
意
義
あ
る
歳
を

迎
え
こ
の
機
に
私
共
は
多
年
の

願
で
あ
っ
た
村
を
町
に
衣
替
え

し
、
民
心
を
「
新
し
て
伝
統
の

上
に
立
ち
新
し
い
町
の
あ
る
べ

き
理
想
像
を
描
き
新
し
い
町
づ

く
り
を
な
す
こ
と
こ
そ
明
治
百

年
な
記
念
す
る
事
業
で
あ
り
、

明
治
二
百
年
を
指
向
す
る
途
で

あ
り
又
二
十
「
世
紀
に
生
き
る

次
代
へ
の
よ
き
贈
り
物
で
あ
る

と
の
高
い
願
が
た
て
ら
れ
、
今

そ
の
願
望
実
現
へ
の
第
「
歩
で

あ
る
東
郷
町
が
生
ま
れ
ま
し
た

こ
と
に
限
り
な
い
歓
び
を
覚
え

洋
々
た
る
町
の
将
来
に
大
き
い

期
待
を
か
け
て
い
ま
す
。
特
に

四
月
へ
目
は
わ
が
村
政
に
大
き

な
功
労
の
あ
っ
た
先
賢
の
遺
業

を
し
の
び
遺
徳
を
讃
え
感
謝
を

捧
げ
る
頒
徳
祭
の
日
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
き
日
に
東
郷
町
の

誕
生
で
あ
る
だ
け
に
感
激
「
入

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
今
こ
そ
わ
れ
等
八
千
町
民
は

こ
の
町
に
生
き
る
よ
ろ
こ
び
と

誇
り
と
責
任
を
深
く
感
じ
健
康

に
し
て
明
る
く
豊
か
な
町
、
文

化
の
香
り
高
く
清
新
に
し
て
美

し
い
町
の
建
設
に
、
老
い
も
若

き
も
相
携
え
て
避
進
ず
る
覚
悟

を
新
た
に
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
．

　
ど
う
か
将
来
と
も
に
よ
ろ
し

く
御
指
導
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う

に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て

御
挨
拶
と
、
い
た
し
ま
す
。

祝
辞
宮
崎
県
知
事
黒
木

最
近
新
産
業
都
市
建
設
譜
が
窩
一
び
村
民
各
位
の
た
ゆ
ま
ぬ
ご
努

博

　
か
の
高
名
な
る
歌
人
若
山
牧

水
先
生
を
生
ん
だ
山
脈
に
囲
ま

れ
た
静
か
な
村
の
た
～
ず
ま
い

も
新
産
都
市
建
設
の
進
行
、
交

通
機
関
の
発
達
に
伴
い
、
漸
次

そ
の
す
が
た
を
変
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
と

り
わ
け
当
町
の
中
心
市
街
地
で

は
道
路
の
整
備
、
店
舗
の
新
設

が
逐
次
進
行
し
、
都
市
的
三
態

を
整
え
て
参
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
こ
れ
ら
の
動
き
に
相
侯
っ

て
、
農
業
構
造
改
善
事
業
の
実

施
、
国
営
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事

業
の
指
定
等
の
営
農
基
盤
の
充

実
も
積
極
的
に
図
ら
れ
て
お

り
、
今
後
さ
ら
に
地
方
自
治
休

と
し
て
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て

い
る
と
こ
．
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
時
に
あ
た
り
明
治
百
年

を
記
念
し
新
し
い
発
展
を
期
し

て
永
年
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た

町
制
を
施
行
さ
れ
ま
す
こ
と
は

誠
に
意
義
深
い
こ
と
と
存
ず
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
町
ご

当
局
は
じ
め
皆
様
の
お
よ
ろ
こ

び
は
き
ぞ
か
し
大
き
い
も
の
が

あ
ろ
う
と
推
察
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
き
日
を
真
に
意
義
深

い
日
と
す
る
た
め
に
は
町
ご
当

「

　
『
ご

脹

　
本
日
こ
こ
に
町
民
多
数
ご
参

集
の
も
と
に
、
東
郷
町
町
制
施

行
記
念
式
典
が
執
り
行
な
わ
れ

る
に
当
り
心
か
ら
お
祝
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

　
顧
み
ま
す
る
に
当
町
は
明
治

二
十
二
年
の
町
村
制
施
行
と
と

も
に
東
郷
村
と
し
て
発
足
し
、

爾
来
八
十
年
の
歳
月
を
経
て
今

日
に
至
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
こ
の
閥
幾
多
の
先
覚
者
お
よ

　　　　　　　　　　　＼

＝写真説明嵩
　　【上1真新しい東郷町役場の標札を掲げる小野町畏

　　1中】役場前に遭てられた祝賀のアーチ

　　【下】記念式典寸一

局
は
じ
め
皆
様
が
い
ま
ま
で
に

宮
崎
県
議
会
議
長

．岬

烽
ﾜ
し
て
町
づ
．
く
り
艦
ご
尽
力

髄
㌧
い
た
望
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
存

ず
る
の
で
こ
ぎ
い
ま
す
が
、
今

　
日
の
感
激
を
も
っ
て
噸
体
と
な

　
っ
て
地
域
社
会
の
発
展
に
取
組

ま
れ
ま
す
な
ら
ば
当
町
の
発
展

　
は
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
が
あ

　
ろ
う
と
信
じ
ま
す
。

　
　
こ
の
記
念
す
べ
き
式
典
に
お

　
い
て
自
治
功
労
者
に
対
す
る
表

　
彰
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
馬
こ

　
の
栄
を
受
け
ら
れ
た
各
位
は
多

　
年
東
郷
町
の
今
日
の
た
め
に
努

力
さ
れ
売
方
々
で
ご
ぎ
い
ま
し

　
て
、
そ
の
功
績
は
き
わ
め
て
大

　
で
あ
り
こ
こ
に
敬
意
と
感
謝
の

　
意
を
表
し
て
お
よ
ろ
こ
び
申
し

　
あ
げ
ま
す
。

　
　
東
郷
町
の
誕
生
に
あ
九
り
当

　
町
の
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
た
関

係
者
各
位
に
あ
ら
た
め
て
深
甚

　
な
る
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に

　
当
町
の
今
後
の
ご
発
展
を
祈
念

　
い
た
し
ま
し
て
祝
辞
と
い
た
し

　
ま
す
。

川
．
凹
石
　
男

う
ニ　

本
旧
華
に
東
郷
町
の
町
制
施

行
記
念
式
典
を
挙
行
さ
れ
る
に

当
り
県
議
会
を
代
表
し
て
「
言

お
祝
い
の
こ
と
ば
を
申
し
上
げ

ま
す
b

　
顧
み
ま
す
る
に
明
治
二
十
二

年
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
山
陰
、

戸
長
役
場
並
び
に
坪
谷
戸
長
役

場
が
廃
止
さ
れ
、
、
東
郷
村
役
場

を
小
野
田
に
設
け
ら
れ
て
以

来
、
歴
代
村
長
の
た
ゆ
ま
ざ
る

努
力
と
村
民
全
体
の
「
致
協
力

に
よ
っ
て
今
目
の
発
展
を
み
る

に
至
り
こ
こ
に
多
年
の
念
願
で

あ
り
ま
し
た
町
制
を
施
行
さ
れ

ま
す
こ
と
は
ま
こ
と
に
ご
同
慶

に
た
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
し

て
、
こ
の
機
会
に
長
年
に
亘
り

本
町
発
展
の
た
め
努
力
さ
れ
た

先
人
各
位
の
御
労
苦
に
対
し
深

ぐ
敬
意
を
表
し
ま
す
と
同
時
に

七
千
六
百
有
余
名
の
町
民
の
皆

さ
ま
に
対
し
心
か
ら
お
よ
ろ
こ

び
を
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。

力
に
よ
り
ま
し
て
、
入
郷
地
域
．

の
交
通
上
の
要
路
と
し
て
林
業

養
蚕
業
の
「
中
心
地
と
し
て
、

直
和
な
営
み
の
中
で
村
民
生
活

の
向
上
を
つ
ダ
け
村
勢
も
ま
た

発
展
の
【
途
を
た
ど
っ
て
参
っ

た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
昭
和

三
十
九
年
に
い
た
り
、
日
向
延

岡
新
産
都
市
区
域
と
し
て
指
定

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら

に
新
た
な
る
発
展
へ
の
鷺
を
な
」

唆
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
ぜ
．
「

　
　
　
町
民
憲
章

わ
た
く
し
た
ち
は
東
郷
町
に
生
き
る
喜
び
と
誇
り

と
責
任
を
感
じ
か
が
や
く
明
日
の
町
づ
く
り
の
た

め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
ま
す
。

一
、

一
、

一
、

一、一
、

健
康
で
ね
ば
り
強
く
働
き
ま
し
ょ
う

家
庭
を
愛
し
青
少
年
を
健
か
に
育
て
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

時
間
を
大
切
に
し
き
ま
り
を
守
り
ま
し
問
う

ま
ご
こ
ろ
で
交
わ
り
親
切
を
つ
く
し
ま
し
ょ
う

郷
土
を
愛
し
高
い
文
化
を
き
ず
ぎ
ま
し
ょ
う

h　　，曹副

の

、

、
．

’ ’
　
　
、

　
申
す
ま
で
も
な
く
当
町
は
本

県
が
県
政
の
量
要
な
柱
の
噛
つ

と
し
て
建
設
を
と
り
進
め
て
お

り
ま
す
日
向
延
岡
地
域
新
産
莱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臥

．
都
市
圏
内
で
あ
っ
て
、
近
隣
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
争
メ

市
二
町
四
三
に
囲
ま
れ
入
郷
地

方
と
新
産
業
都
市
に
直
結
す
る

産
業
、
交
通
、
文
化
の
要
路
と

し
て
き
わ
め
て
重
要
な
る
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
’

を
果
た
す
位
置
に
あ
り
、
当
町
－

の
前
進
は
ま
こ
と
に
輝
か
し
い

も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
　
　
＼

ま
す
。
と
き
あ
た
か
も
わ
が
国
　
　
　
　
、

舗
難
雛
耀
戦
簸

ふ
み
出
し
た
こ
の
佳
き
年
と
期

を
鴫
に
し
て
本
町
が
さ
ら
に
す

み
よ
い
豊
か
な
町
と
し
て
発
展

を
と
げ
る
た
め
に
は
前
途
な
お
　
／

多
く
の
困
難
が
あ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
舜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

由
来
こ
の
地
は
若
山
牧
水
を
は
、

じ
め
多
く
の
先
賢
を
輩
出
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
を
受
け
継
ぎ
お
ら
れ
る
町

民
の
み
な
さ
ま
の
英
知
と
根
性

は
必
ず
や
こ
の
困
難
を
克
服
ざ

れ
町
勢
発
展
の
実
を
挙
げ
ら
れ

る
も
の
と
確
熾
す
る
次
第
で
あ
9

り
ま
す
。

　
終
り
に
新
生
東
郷
町
の
前
途

を
重
ね
て
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま

す
と
と
も
に
町
民
の
み
な
さ
ま

の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
回
り

重
し
上
智
て
祝
辞
と
い
た
し
ま

す
。
・
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郷

東

祝了

辞

　昭和44年4月10日発行

㌻　
駄

　
　
ρ

日
向
市
長
児
玉
袈
裟
雄

　
儲
口
録
に
東
郷
町
の
町
制
施

行
祝
駕
の
式
典
を
挙
行
さ
れ
る

に
当
り
、
日
向
市
民
を
代
表
し

で
「
言
お
祝
い
の
こ
と
ば
を
申

し
述
べ
き
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
「
寄
り
あ
い
て
ま
す
ぐ
に
立

　
て
る
青
竹
の
や
ぶ
の
深
み
に

　
う
ぐ
い
す
の
鳴
く
」

　
あ
ま
り
に
も
有
名
な
詩
人
若

山
牧
水
先
生
の
故
郷
と
し
て
全

国
に
知
ら
れ
る
ご
当
地
は
、
明

治
二
十
二
年
町
村
制
施
行
か
ら

山
陰
、
．
坪
谷
、
八
重
原
迫
野
内

下
三
ゲ
の
四
大
字
と
し
、
更

に
寺
迫
外
十
四
地
区
の
自
治
制

を
置
き
、
近
代
的
住
民
自
治
の

団
体
と
し
て
、
、
誕
生
し
た
の
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
姿
も
本
町

を
象
徴
す
る
か
の
如
き
冠
嶽
の

雄
姿
を
浮
か
べ
、
そ
の
麓
に
風

光
明
媚
な
耳
川
の
清
流
を
い
だ

き
、
し
か
も
広
闊
な
山
林
資
源

を
有
し
、
往
時
か
ら
純
農
村
と

し
て
栄
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
と
に
耳
川
の
豊
か
な
水
嵩

は
水
力
発
電
、
山
林
資
源
の
開

発
と
社
会
、
経
済
、
文
化
の
要

点
と
し
て
発
展
し
、
し
た
が
．
う

て
隣
接
市
町
村
と
の
交
通
も
繁

く
、
と
く
に
私
達
の
日
向
市
は

か
ん
が
い
用
水
の
取
り
入
れ
か

ら
更
に
は
新
産
都
市
建
設
の
基

盤
を
な
す
工
業
用
水
の
取
入
口

の
開
設
と
と
も
に
、
な
お
美
々

津
国
営
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
共

立
施
行
等
東
郷
町
、
日
向
市
は

密
接
不
可
分
の
関
係
と
な
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
自
治

体
の
充
実
を
図
る
た
め
、
地
域

住
民
の
要
望
に
応
え
そ
の
名
も

従
来
か
ら
の
呼
び
な
ら
さ
れ
た

場
　
　
　
F
．
層
F
“
F
，
F
、
…

　
ゴ
押
嘱
．
、
．
．
．

　
　
　
　
‘
、
　
婁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
艦

　
，
書
、
峯
，

　
　
馴
馨
，
㍗

東
郷
一
一
し
町
制
施
行
の
運
び

・
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
喜
び
の
日
を
迎
え
る
ま

で
の
町
当
局
者
及
び
住
民
の
皆

さ
ま
の
ご
努
力
に
対
し
敬
意
を

　
表
す
る
と
と
も
に
各
位
の
ご
熱

　
意
が
必
ず
や
東
郷
町
発
展
の
大

業
を
な
し
と
げ
る
に
違
い
な
い
・

　
と
確
信
い
た
し
、
私
共
ま
北
相

　
携
え
て
農
工
商
「
体
の
、
み
の

・
り
豊
か
な
近
代
的
産
業
都
市
建

　
設
に
上
進
す
る
こ
と
を
お
誓
い

申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
東
郷

　
町
の
前
途
を
祝
福
し
ご
列
席
の

各
位
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
祝
辞

　
と
い
た
し
ま
す
。

わ
が
町
の
歴
史

　
数
千
年
前
の
人
た
ち
が
使
用

し
た
縄
文
土
器
が
越
表
地
区
か

ら
も
坪
谷
地
区
か
ら
も
山
陰
か

ら
も
出
土
す
る
の
で
、
．
少
な
く

と
も
そ
の
時
代
か
ら
私
た
ち
の

遠
い
祖
先
は
こ
の
地
を
拓
き
道

を
造
り
産
業
を
興
し
文
化
を
す

～
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
弥

生
式
時
代
、
古
墳
時
代
な
ど
古

代
社
会
は
漸
次
近
代
社
会
え

親
は
子
に
子
は
孫
に
伝
え
て
今

月
の
私
達
の
郷
土
が
う
ち
た
て

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

．
戦
国
時
代
の
頃
伊
東
氏
が
日

向
を
支
配
し
た
、
山
陰
城
、
坪

谷
城
は
そ
の
頃
日
向
の
北
の
護

り
と
し
て
築
い
た
の
で
あ
る
が

僅
か
十
数
年
で
伊
東
氏
は
島
津

氏
に
亡
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
豊
臣
秀
吉
が
全
国
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
た

平
定
し
て
延
岡
（
当
時
は
輿

と
い
っ
た
）
に
高
橋
氏
を
封
じ

た
の
で
本
村
は
全
域
そ
の
所
領

で
あ
っ
た
。
高
橋
氏
の
後
に
有

馬
氏
が
封
ぜ
ら
れ
た
。
有
馬
氏

時
代
の
元
禄
三
年
に
悲
史
山
陰

百
姓
「
揆
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ

か
ら
二
年
後
坪
谷
村
と
下
三
ゲ

柑
が
幕
下
と
な
り
、
山
陰
村
の

み
が
藩
領
で
大
庄
屋
が
小
野
田

に
あ
っ
て
寺
迫
、
福
瀬
、
小
野

田
、
鶴
野
内
、
羽
坂
、
東
起
野

内
、
田
野
、
仲
瀬
を
支
配
し

た
、
八
重
原
と
西
迫
野
内
は
田

代
の
大
庄
屋
の
管
轄
で
八
重
原

に
庄
屋
が
あ
っ
た
。

　
有
馬
氏
の
後
が
三
浦
氏
、
三

浦
氏
の
後
が
牧
野
氏
、
牧
野
氏

の
後
が
内
藤
氏
で
明
治
維
新
ま

で
そ
の
型
押
に
属
し
た
。

　
明
治
二
年
に
藩
主
が
藩
知
事

に
任
命
さ
れ
て
そ
の
管
下
に
お

か
れ
た
が
、
坪
谷
村
下
三
ゲ
村

も
翌
二
年
延
岡
藩
領
と
な
り
藩

知
事
の
下
に
お
か
れ
、
つ
い
で

明
治
四
年
七
月
廃
藩
置
県
と
同

時
に
全
村
延
岡
爆
に
属
し
、
八

重
原
、
坪
谷
、
山
陰
に
戸
長
役

場
が
設
け
ら
．
れ
た
が
後
八
量
原

戸
長
役
場
は
小
野
田
戸
長
役
場

に
併
せ
ら
れ
た
。
　
　
、

　
明
治
四
年
頃
「
月
美
々
津
県

の
管
轄
と
な
か
、
明
治
六
年
宮

崎
興
管
轄
、
明
治
九
年
距
児
島

闇
県
門
閨
門
、
明
治
十
六
年
再
び
宮

崎
県
に
復
し
た
。

　
明
治
二
二
年
四
月
町
村
制
施

行
に
伴
い
各
戸
長
役
場
を
廃
し

て
東
郷
村
役
場
を
小
野
冊
に
設

置
し
た
。
こ
こ
に
初
め
て
東
郷

村
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
八
十
年
、
こ
こ
に
町

制
が
施
行
さ
れ
て
「
東
郷
町
」

が
誕
生
し
た
。

（上）同郷町の前遠を平しての乾杯

（下）よろこびにわく山陰の町’

醗
髪
謹
言

謹
翻
響
舜
ギ

　
　
　
コ
　
　
コ
　
　
コ
　
コ

　
　
ド

　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
ロ
　
ド

劇
．
難
嘲
陣
取

潮
．
難
口
重

　
　
町
・
民
　
歌

咽、

�
驍
ﾌ
山
の
　
い
た
だ
き
を
　
　
　
　
　
　
　
・

　
仰
ぐ
ひ
と
み
も
　
は
れ
ば
れ
と

　
祖
先
の
美
風
　
う
け
つ
い
で

　
郷
土
に
生
き
る
　
よ
ろ
こ
び
を

　
呪
え
て
今
日
も
　
は
げ
も
う
よ

　
　
　
　
　
わ
れ
ら
の
　
わ
れ
ら
の
　
東
郷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
三
、
野
山
の
幸
に
　
抱
か
れ
て

↓
　
人
の
心
も
ほ
が
ら
か
に

　
　
　
豊
か
に
伸
び
る
　
ふ
る
さ
と
の

　
　
　
か
が
や
く
明
日
の
　
し
あ
わ
せ
を

一
　
　
み
ん
な
で
共
に
　
き
ず
こ
う
よ

　
　

「
、
し
∴
わ
れ
ら
の
、
わ
れ
ら
の
東
郷
町
・

二
、
そ
よ
か
ぜ
わ
た
る
　
三
川
の

　
　
清
き
な
が
れ
と
　
と
こ
し
え
に

　
若
き
も
老
い
も
む
つ
衷
じ
く

　
平
和
に
満
ち
た
　
こ
の
町
を

　
　
力
を
あ
わ
せ
　
守
ろ
う
よ

　
　
　
　
　
わ
れ
ら
の
　
わ
れ
ら
の
　
東
郷
町

百
治
功
労
で

感
謝
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O
O
O
勿

　
木
炭
　
二
〇
、
○
O
O
俵

交
　
遍

　
町
内
車
輌
数

乗
用
車
　
四
九

ト
ラ
ッ
ク
　
八

小
型
ト
ラ
ッ
ク

三
輸
車
　
剛
○

単
卑
　
八
九
〇

軽
自
動
車

　　
@
、
一
、

屍
ガ

　
　
　
　
　
　
三
〇
「

　
パ
ス
乗
客
数
（
年
）

　
　
　
　
三
五
九
、
○
○
○
人

　
自
動
車
通
行
量
（
「
目
）

　
　
　
　
　
　
二
、
二
五
〇
台

．
道
路
　
県
道

　
　
　
　
　
六
四
、
五
二
〇
M

　
　
町
道
九
〇
、
九
四
四
M

避
　
信

　
電
話
加
入
者
致
　
「
「
六

　
郵
便
物
取
扱

　
郵
便
（
「
目
）

　
　
　
　
発
檎
旧
　
「
、
　
「
六
二

　
　
　
　
受
信
，
圏
」
L
二
二
三

　
電
報
（
「
目
）
発
信
　
「
四

　
　
　
　
　
受
信
　
「
五

　
テ
レ
ビ
　
「
、
二
九
六
台

資
力
（
昭
四
三
年
度
課
税
台
帳

　
　
　
　
　
よ
り
）

　
町
民
資
産
総
額

　
　
　
八
一
四
、
九
七
〇
千
円

　
「
戸
平
均
　
　
四
四
四
千
円

　
町
民
年
間
総
所
得
額

　
　
　
六
八
四
、
七
九
九
千
円

　
「
戸
平
均
　
　
三
六
八
千
円

衛
　
生
，

　
予
防
接
種
注
射
実
施
状
況

種
痘
四
八
○
人

　
生
ワ
ク
チ
ン
投
与
　
「
七
七

百
日
ぜ
き
、
ジ
フ
テ
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
六
〇
〇

日
本
脳
炎
四
、
九
九
九

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
　
　
　
　
五
、
〇
六
趣

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
「
、
八
八
八

…
　
　
B
・
C
・
G
　
七
八
三

　
　
伝
染
病
患
者
数

　
　
，
赤
痢
　
　
七

　
　
　
目
　
脳
　
　
二

　
　
　
狸
紅
熱
　
　
四

　
　
　
　
」

東
郷
町
の
誕
生

宮
崎
日
々
新
聞
の
記
事
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糟

　
東
郷
町
の
町
制
施
行
も
長
い

間
の
夢
だ
っ
た
。
三
十
九
年
に

早
く
も
町
へ
の
昇
格
を
も
く
ろ

ん
で
県
へ
の
申
請
を
し
た
が
、

九
千
余
人
の
人
口
を
持
ち
な
が

ら
町
ら
し
い
体
裁
が
な
い
ど
し

て
す
げ
な
く
断
わ
ら
れ
た
。
村

民
に
と
っ
て
こ
の
ひ
と
こ
と
は

こ
た
え
た
。

「
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
か
え
刷

の
山
陰
ま
で
の
県
道
は
拡
幅
舗

装
さ
れ
町
並
み
も
立
派
に
な
る

な
ど
町
ら
し
い
面
目
を
み
せ
、

活
気
も
い
ち
じ
る
し
い
、
明
治

二
十
二
年
町
村
制
施
行
以
来
八

十
年
目
の
町
昇
格
は
、
村
民
の

表
情
を
ひ
と
き
わ
明
る
く
し
て

い
る
よ
う
だ
．

　
新
し
い
町
の
象
徴
は
山
陰
地

区
の
鉄
筋
二
階
建
の
役
場
、
村

っ
て
東
郷
村
に
建
設
的
で
し
つ
轡
立
病
院
、
組
合
立
老
人
ホ
ー
ム

か
り
し
た
目
標
を
持
た
せ
、
新

し
い
村
づ
く
り
へ
と
向
か
わ
せ

こ
。
　
　
ー

ナ　
東
郷
村
は
五
年
間
、
目
標
の

た
め
に
努
力
し
た
。
着
々
と
町

に
な
る
た
め
の
資
格
づ
く
り
に

取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
昨
年

よ
う
や
く
村
当
局
も
自
信
を
持

っ
て
町
制
施
行
の
条
件
は
そ
ろ

っ
た
と
高
ら
か
に
内
外
に
意
思

表
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
村
当
局
は
昨
年
、
村
内
各
区

で
「
村
民
の
声
を
聞
く
会
」
を

開
い
て
内
部
の
体
裁
固
め
と
打

診
を
し
た
。
当
然
の
よ
う
に
町

制
施
行
を
希
望
す
る
村
民
が
多

か
っ
た
。
哨
方
昨
年
村
内
各
眉

代
表
で
明
治
百
年
記
念
事
業
委

員
会
が
発
足
、
同
委
員
会
は
町

制
施
行
を
第
「
の
事
業
と
し
て

取
り
上
げ
た
。
町
制
施
行
の
お

ぜ
ん
立
て
ば
、
こ
う
し
て
全
部

そ
ろ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
～

　
年
明
け
と
と
も
に
、
村
内
は

急
速
に
動
い
た
。
そ
し
て
二
月

十
日
の
臨
時
村
議
会
で
町
制
施

行
議
案
を
満
場
「
致
で
議
決
、

三
月
ゼ
日
に
娯
麟
会
に
追
加
議

案
と
し
て
上
程
さ
れ
て
議
決
さ

れ
念
願
が
実
う
た
。

　
新
東
郷
町
の
人
口
は
男
三
、

六
五
七
人
、
女
四
、
○
「
四
人

計
七
、
六
七
一
人
（
三
月
一
日

現
在
）
．
哨
、
八
一
二
世
帯
、
日

．
向
、
延
岡
新
産
都
市
の
圏
内
に

は
い
り
、
農
林
産
物
の
供
給

地
、
入
郷
地
区
の
〃
入
り
口
”

と
し
て
の
要
所
を
占
め
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
む
な
．
い
が
、

同
時
に
ま
た
そ
の
こ
と
が
入
郷

地
区
き
っ
て
エ
ザ
ー
ト
的
存
在

た
ら
し
め
て
い
る
こ
と
も
亭
実

で
あ
る
。

い
ま
で
は
闇
闇
か
ら
隅

一
な
ど
の
公
共
施
設
、
こ
れ
ら
の

躍
進
を
象
徴
す
る
の
が
中
央
公

民
館
、
体
育
館
を
備
え
た
総
合

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
建
設
、
い
ま
着

々
と
そ
の
ツ
チ
音
が
響
き
渡
っ

て
「
い
る
。
人
口
七
割
は
農
林
業

　
　
ザ

従
量
者
だ
が
シ
イ
タ
ケ
、
木
炭

生
産
の
外
最
近
ば
ミ
カ
ン
、
ク

リ
栽
培
、
養
蚕
で
も
そ
の
実
績

と
そ
の
伸
び
が
目
ざ
ま
し
い
。

　
四
十
年
度
か
ら
三
力
石
で
進

め
ら
れ
た
農
業
構
造
改
善
事
業

　
　
　
　
ヨ

を
終
わ
り
、
新
年
度
か
ら
は
総

事
業
費
七
千
八
百
万
円
、
三
都

年
継
続
で
林
業
構
造
改
善
事
業

が
始
ま
る
。
対
象
面
積
哨
万
八

千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
所
有
者
千
百

戸
、
初
年
度
は
三
千
四
百
万
円

で
シ
イ
タ
ケ
乾
燥
小
屋
の
新
設

林
道
六
キ
ロ
の
建
設
、
ブ
ル
ド

ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
が
導
入
さ

れ
新
し
い
町
づ
く
り
、
産
藁
開

発
の
剛
番
手
と
し
て
日
の
目
を

み
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
新
し
い
町
の
開
発
を
展
望
す

る
と
．
き
ひ
と
つ
の
夢
多
き
材
料

は
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
村

内
の
一
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
区
域

に
は
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す

．
で
に
二
百
二
士
六
戸
が
参
加
を

申
し
込
ん
だ
。

，
農
業
開
発
に
徹
す
る
新
町
の

意
欲
は
こ
の
い
く
つ
か
の
事
業

を
み
る
だ
け
で
も
面
目
躍
如

た
る
も
の
が
あ
る
。
　
「
新
産
都

市
区
域
で
は
あ
る
が
工
場
誘
致

は
望
め
な
い
、
む
し
ろ
新
産
都

市
、
ひ
い
て
は
南
九
州
の
食
糧

．
供
給
基
地
と
し
て
発
展
す
る
の

が
目
標
と
小
野
町
長
は
町
制
の

方
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

．
し
か
し
、
新
町
に
と
っ
て
悩
．

み
も
ま
た
尽
き
な
h
、
．
こ
ζ
で

も
欝
陶
の
悩
み
は
田
園
（
田
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
、

　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
ダ

　
　
　
　
、
㌃
胆
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
イ

す
ぎ
）
現
象
に
見
舞
わ
れ
て
い

葱
ζ
二
二
か
ら
出

、
行
き
中
堅
ク
討
フ
ス
の
出
か
せ
　
　
　
　
＼

き
も
い
ぜ
ん
防
ぐ
こ
と
は
で
き
　
　
・
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乱
　
、

な
い
。
町
財
政
の
圧
迫
要
因
は

い
よ
い
よ
き
び
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
、

　
お
も
い
や
る
か
の
う
す
青
ざ

　
峡
の
お
く
に
わ
れ
の
う
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春

　
し
朝
の
さ
び
し
さ

、
歌
人
若
山
牧
水
は
東
郷
の
シ

ン
ボ
ル
、
牧
水
を
抜
き
に
し
て

東
郷
は
語
れ
な
い
一
と
心
う
　
　
．

の
も
誇
張
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
東
郷
　
　
　
、

に
住
む
人
た
ち
の
文
化
意
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
．
ぞ

高
め
る
。
牧
水
の
生
家
は
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謡

「
年
に
県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
　
　
・

た
あ
と
翌
四
十
二
年
に
は
旗
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧

会
の
手
で
生
家
横
に
牧
水
記
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒
藷

館
が
開
館
、
牧
水
の
遺
品
、
遺
’
「

稿
な
ど
数
百
点
を
展
示
し
全
国

で
も
珍
ら
し
い
「
文
化
財
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
h

な
い
手
」
ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
、

　
．
全
国
か
ら
の
参
観
者
も
多

い
、
村
内
で
は
牧
水
の
歌
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ら
ぬ
人
は
い
な
い
く
ら
い
で
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
冠

敬
の
念
が
強
く
、
こ
の
ζ
と
が

か
お
り
高
い
文
化
の
町
を
つ
く
　
　
・

る
目
標
と
も
な
っ
て
い
る
。
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
γ
．

し
い
東
郷
町
は
、
や
は
り
牧
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
」

と
と
も
に
永
遠
に
歩
み
続
け
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
「

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

圃
圃

＼

◇
待
望
の
「
東
郷
町
」
が
誕
生

　
し
た
。
両
手
を
高
く
あ
げ
て
　
　
　
r

　
寿
ぎ
ま
し
ょ
う
。

◇
山
紫
に
水
清
き
私
た
ち
の
　
’
・

　
町
、
秀
で
た
多
く
の
先
輩
を

　
も
つ
私
た
ち
の
町
。
こ
こ
に

　
生
き
る
喜
び
と
誇
り
を
胸
に

　
い
だ
き
豊
か
で
明
る
く
美
し
・

　
い
町
造
り
に
力
を
合
せ
て
は

　
げ
み
ま
し
よ
う
。

◇
古
い
欝
葉
に
「
新
酒
は
す
べ
　
騨

　
か
ら
く
新
し
い
革
袋
に
盛
る

　
．
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
，

　
「
東
郷
町
」
と
い
う
新
し
い
　
　
　
・

，
革
袋
が
出
来
嵐
七
た
。
こ
の
　
　
、

　
袋
に
盛
る
「
新
酒
」
は
？
そ

・
れ
は
新
し
い
町
の
未
来
像
で

　
し
▼
よ
う
。

◇
そ
の
未
釆
像
を
う
た
い
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馳
’
．
ハ

　
た
の
が
「
町
民
歌
」
で
あ
り

　
「
町
民
憲
章
」
で
し
ょ
う
。

◇
町
民
歌
は
「
か
が
や
鴎
明
日

の
し
あ
わ
せ
を
み
ん
な
で
共

に
き
ず
こ
う
よ
」
と
う
た
つ

て
い
ま
す
。
町
民
憲
、
章
は

「
郷
土
を
愛
し
「
高
い
文
化
を

き
ず
き
ま
し
ょ
う
」
と
曜
び

か
け
て
い
ま
す
。

　
．
「
み
ん
な
で
菓
き
ま
し
ま

う
理
憩
郷
東
轡
町
を
」
．
．
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