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坪谷地区農免道路

大内橋架設工事に着手

多武ノ木一仲十一上野原一十土筆一石原
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今
ま
で
、
県
道
日
向
～
下
三
ケ
線
の

・
対
岸
地
区
で
本
町
で
は
交
通
不
便
な
地

区
で
あ
っ
た
坪
谷
韓
語
武
の
木
か
ら
仲

崎
、
上
野
原
、
赤
井
笠
を
経
て
石
原
ま

で
の
農
免
道
路
が
二
月
十
日
に
工
事
に

詩
髪

着
手
し
ま
し
た
。
．

　
こ
の
農
免
道
路
と
い
う
の
は
、
農
林

漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備

事
業
と
い
い
馬
県
営
土
地
改
良
事
業
と

し
て
実
施
さ
れ
る
も
．
の
で
す
。
こ
れ
は

農
林
漁
業
用
の
機
械
（
耕
癒
機
な
ど
）

の
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
重
油
と
か

灯
油
な
ど
の
税
金
を
農
道
整
備
と
い
う

形
で
地
元
に
還
元
し
、
農
産
物
や
生
産

資
材
の
運
搬
に
便
利
転
、
6
よ
う
に
し
ょ
う

と
す
る
事
業
で
す
。

　
事
業
の
実
施
主
体
は
宮
崎
県
で
す
が

町
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
三
年
度
に
農

道
予
定
地
の
測
量
を
終
え
、
農
林
省
や

県
に
工
事
認
可
の
申
請
を
つ
づ
け
て
、

よ
う
や
く
工
事
の
実
施
が
認
め
ら
れ
た

も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
、

　
こ
の
農
免
道
路
は
、
幅
員
が
全
幅
五

諸
㍗
総
延
長
が
二
千
九
百
十
一
材
で
、

総
事
業
費
は
四
千
九
百
六
十
八
万
円
で

す
。
こ
の
事
業
費
の
う
ち
町
は
一
〇
響

に
あ
た
る
四
百
九
十
六
万
八
千
円
を
負

担
す
る
だ
け
で
、
あ
と
は
全
て
国
が
負

担
い
た
し
ま
す
。

　
四
十
五
年
度
に
は
大
内
橋
の
架
設
と

二
百
三
十
折
の
道
路
の
工
事
が
一
千
四

百
四
十
七
万
二
千
円
で
実
施
さ
れ
ま
す

が
、
引
き
つ
づ
い
て
四
十
六
年
度
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

十
七
年
度
に
残
り
区
間
の
道
路
と
橋
梁

の
工
事
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
農
免
道
路
が
完
成
す
る
と
、
今

ま
で
の
交
通
不
便
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、

農
林
産
物
や
生
産
資
材
の
運
搬
が
容
易

と
な
り
農
林
業
の
近
代
化
に
役
立
つ
も

の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

ρ

多武ノ木から三崎への大内橋架設工事

圃
雛

入
学
生
名
藷
舗
商

い
）
と
い
い
ま
す
。
草
木
が
い
や
が

う
え
に
生
え
る
こ
と
を
「
い
や
お
ひ
」

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
で
き
た
言
葉
で

し
ょ
う
か
。

▽
新
し
く
、
こ
と
し
小
学
校
へ
あ
げ

る
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
ご
家
庭
で

は
、
な
に
か
と
心
づ
か
い
が
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
服
装
の
こ
と
、
持
ち

も
の
の
こ
と
、
健
康
の
こ
と
な
ど
、

と
く
に
健
康
に
つ
い
て
は
で
目
に
見

え
な
い
耳
の
病
気
が
あ
り
ま
す
。

　
う
ち
の
子
は
お
っ
と
り
育
て
て
し

ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
他
所
の
お
子

さ
ん
と
く
ら
べ
る
と
何
だ
か
ボ
ー
ツ

と
し
て
い
る
ぐ
ら
い
に
考
え
て
、
難

聴
に
気
が
つ
か
な
い
お
か
あ
さ
ん
が

い
ま
す
。
耳
は
眼
と
と
も
に
大
切
な

機
関
で
す
。
ぜ
ひ
い
ち
ど
専
門
医
に

診
て
も
ら
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▽
ま
た
、
い
つ
ま
で
も
甘
や
か
せ
て

ば
か
り
い
な
く
て
、
友
だ
ち
と
早
く

馴
染
み
、
学
校
生
活
に
馴
れ
る
よ
う

に
は
げ
ま
す
と
共
に
、
最
低
こ
れ
だ

け
は
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
す

　
ま
ず
①
自
分
の
名
前
が
言
え
る
、

読
め
る
、
書
け
る
。
②
あ
い
さ
つ
が

で
き
る
。
③
自
分
の
衣
服
の
着
脱
が

で
き
る
。
④
ハ
ン
カ
チ
、
チ
リ
紙
の

使
い
方
と
管
理
が
で
き
る
。
⑤
用
便

が
ひ
と
り
で
た
せ
る
…
…
な
ど
。

　
わ
が
庭
に
咲
き
し
ば
か
り
か

　
こ
の
朝
…
け
出
で
て
歩
け
ば

　
梅
到
「
る
と
こ
ろ
　
　
　

牧
水

、
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二
百
四
十
ニ
ト
ン
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四
十
六
年
か
ら
五
年
間
実
施

　
米
の
消
費
の
減
退
と
生
産
の
安
定
な

ど
に
よ
る
恒
常
的
な
過
剰
傾
向
に
対
処

す
る
た
め
、
国
は
昭
和
四
十
五
年
度
か

ら
長
期
的
な
目
標
を
た
て
て
、
稲
作
以

外
の
作
物
に
作
付
転
換
を
中
心
と
し
た

米
生
産
調
整
対
策
を
強
力
に
す
す
め
て

空
地
に
飼
料
作
物
を

い
ま
す
が
、
四
十
六
年
度
も
前
年
度
を

上
回
る
生
産
調
整
を
行
な
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
本
町
で
も
、
こ
の
対
策
に
は
不
満
で

は
あ
り
ま
す
が
、
実
情
や
む
を
得
な
い

も
の
と
考
え
、
国
県
の
施
策
を
受
け
入

れ
る
と
共
に
、
今
後
需
要
の
拡
大
が
見

込
ま
れ
る
畜
産
振
興
の
た
め
の
飼
料
作

物
、
園
芸
作
物
等
の
導
入
で
、
農
業
の

振
興
を
は
か
る
計
画
で
あ
り
ま
す
。

　
特
に
本
月
号
で
は
、
生
産
者
の
み
な

さ
ん
に
こ
の
制
度
を
充
分
理
解
し
て
い

た
だ
き
、
協
力
を
お
ね
が
い
す
る
た
め

に
、
生
産
調
整
対
策
の
大
要
を
の
べ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
米
の
生
産
調
整
数
量
割
当
量

　
　
調
整
数
量
　
二
百
四
十
ニ
ト
ン

　
　
参
考
面
積
　
八
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

　
米
の
事
前
売
渡
申
込
限
度
数
量

　
　
約
五
百
ト
ン

　
昭
和
四
十
五
年
度
は
調
整
数
量
九
十

九
ト
ン
、
参
考
面
積
三
十
三
珍
で
し
た

の
で
二
・
四
倍
の
増
加
に
な
り
ま
す
。

ま
た
昨
年
は
生
産
調
整
数
量
だ
け
の
配

分
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
六

年
は
こ
の
ほ
か
に
政
府
に
売
渡
す
米
の

予
約
申
込
に
対
す
る
限
度
数
量
が
し
め

さ
れ
ま
し
た
。

　
実
施
期
間

　
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
五
年
間

　
本
年
度
か
ら
水
田
に
稲
以
外
の
作
物

を
栽
培
す
る
ほ
か
、
休
耕
ま
た
は
林
地
、

養
魚
地
、
生
産
施
設
の
敷
地
等
に
利
用

す
る
も
の
に
対
し
て
奨
励
金
が
交
付
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
昭
和
四
十

五
年
度
か
ら
実
施
し
た
水
田
で
は
四
十

事
業
費

　
　
　
八
千
万
円
決
定

　
既
存
農
家
の
経
営
規
模
を
拡
大
し
て

自
立
経
営
の
で
き
る
農
家
を
育
成
し
、

経
営
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
は
、
昭
和

四
十
一
年
以
来
町
政
の
重
点
施
策
と
し

て
す
す
め
て
き
ま
し
た
が
、
米
の
生
産

調
整
な
ど
農
家
の
先
行
き
に
心
配
が
も

た
れ
な
が
ら
も
参
加
農
家
は
も
ち
ろ
ん

関
係
当
局
の
ご
協
力
で
す
で
に
計
画
も

ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　
全
国
的
な
動
き
で
も
農
業
政
策
に
重

点
を
お
き
、
米
作
に
か
わ
る
作
目
の
転

換
を
は
か
る
た
め
、
こ
の
事
業
の
申
請

が
七
地
区
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
、
早

期
着
工
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
な
か
で
美
々
津
地
区
を
含
め
「
二

地
区
」
が
昭
和
四
十
六
年
度
事
業
実
施

地
区
と
し
て
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
美
々
津
地
区
国
営
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト

事
業
は
八
千
万
円
の
事
業
予
算
が
決
定

し
、
遅
く
て
も
十
月
置
で
に
は
事
業
に

着
工
す
る
計
画
で
す
。
事
業
費
の
内
訳

は
国
営
調
査
事
業
所
が
設
置
さ
れ
事
業

が
国
営
で
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、
施
設

そ
の
他
に
五
千
万
円
、
造
成
工
事
費
に

三
千
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
参
加
農
家
待
望
の
近
代
的
な
集
団
化

し
た
農
園
が
実
現
し
ま
す
。

九
年
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
米
生
産
調
整
対
策
奨
励
金
の
交
付

ω
休
耕
奨
励
補
助
金

　
休
耕
地
の
面
積
に
共
済
基
準
収
量
に

一
キ
。
当
り
六
十
八
円
を
乗
じ
た
金
額

㈲
農
地
保
有
合
理
化
法
人
賃
貸
奨
励

　
補
助
金

09

£
ﾊ
転
作
奨
励
補
助
金

⇔
特
別
転
作
奨
励
補
助
金

　
昭
和
四
十
六
年
度
は
休
耕
奨
励
補
助

金
と
転
作
奨
励
補
助
金
に
は
格
差
が
あ

り
、
転
作
奨
励
金
に
は
休
耕
奨
励
補

助
金
と
別
に
普
通
転
作
に
は
五
千
円
、
・

特
別
転
作
は
一
万
円
が
加
算
さ
れ
ま
す

が
、
本
町
で
は
特
別
転
作
は
で
き
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
調
整
奨
励
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
い
く

つ
か
条
件
が
あ
り
ま
す
。

①
昭
和
四
十
六
年
か
ら
五
力
年
間
は
奨

励
補
助
金
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
が
、
休

耕
に
つ
い
て
は
三
年
、
養
魚
地
生
産
施

設
等
の
敷
地
等
は
一
年
間
と
な
り
ま
す

②
昭
和
四
十
五
年
実
施
し
た
調
整
水
田

で
は
四
十
九
年
ま
で
と
な
り
ま
す
。

⑧
農
地
法
に
基
づ
き
林
地
へ
の
転
換
の

申
請
を
必
要
と
し
ま
す
が
、
農
地
法
の

五
条
に
よ
り
申
請
さ
れ
た
も
の
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

　
以
上
大
要
に
つ
い
て
の
べ
ま
し
た
が

生
産
調
整
対
策
は
あ
く
ま
で
米
の
需
給

緩
和
を
は
か
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て

農
業
の
不
振
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な

く
、
需
要
の
拡
大
さ
れ
る
作
物
へ
の
転

換
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
転
作
で
経
営
安
定
を

　
そ
の
た
め
に
は
生
産
調
整
の
み
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
転
作
対
策
を
樹
て
、

農
業
経
営
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
が
、

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
町
で
は
、
本
町
の
農
業

を
い
と
な
む
条
件
の
特
殊
な
点
を
考
慮

に
入
れ
て
、
転
作
の
基
本
的
な
考
え
方

お
よ
び
生
産
調
整
対
策
の
具
体
的
な
進

め
方
を
中
心
に
関
係
者
と
協
議
す
る
と

と
も
に
、
」
生
産
者
の
み
な
さ
ん
の
協
力

を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　
ま
た
各
部
落
別
に
座
談
会
を
催
し
ま

す
の
で
そ
の
際
は
必
ず
出
席
さ
れ
る
よ

う
お
ね
が
い
申
し
上
げ
ま
す
コ

　
こ
の
ほ
か
、
く
わ
し
く
知
り
た
い
方

は
役
場
産
業
課
か
農
協
販
売
課
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

（通算236号）町制（25号）郷東報町3

造林地の手入れを

枝打、除　伐、間　伐

　
昭
和
四
十
四
年
度

末
の
本
町
民
有
林
の

人
工
林
面
積
は
、
民

有
林
面
積
の
四
六
響

に
あ
た
る
八
千
か
に

達
し
て
い
ま
す
。
こ

の
う
ち
造
林
木
が
成

長
し
て
、
下
刈
り
が

不
要
に
な
っ
て
い
る

山
が
全
体
の
半
分
近

く
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
そ
の
ま
ま
放
置

し
て
お
き
ま
す
と
、

山
は
こ
み
あ
っ
た
状

態
に
な
り
、
枝
は
枯

れ
上
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
ん
で
枝
が
枯

れ
上
っ
た
山
林
内
の

明
る
さ
は
、
林
外
の

明
る
さ
の
わ
ず
か
数

軒
し
か
な
く
通
風
も

わ
る
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ス
ギ
ザ
イ

ノ
タ
マ
バ
エ
、
そ
の
他
の
病
虫
害
の
発

生
誘
因
と
な
っ
た
り
、
山
火
事
の
原
因

と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
枯
枝
が
い
つ
ま
で
も
つ
い
て

い
ま
す
と
、
そ
れ
が
木
材
の
な
か
に
だ

き
こ
ま
れ
て
、
製
材
し
た
場
合
死
節
、

披
け
節
と
な
り
価
格
を
下
げ
る
原
因
と

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
枝
が
枯
れ
上
っ
て

き
ま
す
と
、
そ
の
部
分
の
直
径
成
長
が

お
と
ろ
え
て
き
ま
す
の
で
、
上
部
と
下

部
の
直
径
差
の
少
な
い
細
長
い
木
と
な

り
ま
す
。

　
そ
の
程
度
が
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
る
と

台
風
や
大
雪
の
と
き
に
風
倒
木
や
、
幹

折
れ
木
と
な
っ
て
、
一
夜
に
し
て
林
を

台
な
し
に
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
の
林
の
平
均
樹
高
が
、
平
均
胸

高
直
径
の
九
十
倍
を
こ
え
る
と
危
険
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
造
林
地
は

下
刈
り
終
了
後
も
手
入
れ
を
続
け
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
作
業
は
主
に

枝
打
、
除
伐
、
間
伐
に
な
り
ま
す
。

　
枝
打
と
は
、
な
た
や
ノ
コ
を
使
い
、

炭
酸
同
化
作
用
が
衰
え
た
枝
を
除
く
こ

と
で
あ
り
、
除
伐
は
林
が
こ
み
は
じ
め

た
初
期
に
目
的
樹
種
の
一
部
と
、
目
的

外
の
樹
種
を
伐
っ
て
林
分
密
度
を
調
整

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
間
伐
は
林
木

が
利
用
で
き
る
程
度
に
成
長
し
て
か
ら

の
林
分
密
度
の
調
整
で
す
。

　
除
伐
は
、
造
林
木
の
枝
と
枝
が
接
し

は
じ
め
た
こ
ろ
に
、
林
内
の
雑
木
や
つ

る
類
を
除
き
、
さ
ら
に
そ
こ
に
立
っ
て

い
る
本
数
が
適
当
で
あ
る
か
を
検
討
し

て
、
多
す
ぎ
る
場
合
に
は
欠
点
の
あ
る

木
か
ら
順
次
除
伐
し
て
目
標
と
す
る
本

数
に
し
ま
す
．

　
い
ろ
い
ろ
の
条
件
に
よ
り
ま
す
が
、

便
利
の
よ
い
と
こ
ろ
で
一
字
当
り
二
千

五
百
本
、
便
利
の
わ
る
い
と
こ
ろ
で
は

二
千
本
以
内
に
し
て
お
き
ま
す
。
さ
ら

に
二
～
三
年
た
ち
ま
す
と
、
林
も
相
当

こ
ん
で
き
て
、
下
枝
が
枯
れ
始
め
ま
す

の
で
、
手
の
届
く
範
囲
の
枝
打
を
し
ま

す
。
さ
ら
に
四
～
五
年
た
つ
と
ま
た
枝

が
枯
れ
上
り
ま
す
の
で
地
上
約
三
聖
ま

で
枝
打
を
し
ま
す
。

　
労
力
が
適
当
に
あ
り
、
高
級
な
無
節

材
を
生
産
す
る
場
合
に
は
、
枝
打
面
の

直
径
が
八
鷲
内
外
の
こ
ろ
か
ら
一
事
程

度
ず
つ
枝
打
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
お
き
ま
す
と
、
林

木
は
健
全
に
一
本
一
本
が
大
き
く
な
り

二
十
年
後
に
は
胸
高
直
径
十
六
奪
内
外

の
立
派
な
木
材
に
な
り
、
間
伐
を
し
て

も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
収
入
が
あ
が
る
わ
け
で

す
。
そ
の
後
は
二
期
に
応
じ
て
七
～
八

年
か
ら
十
年
毎
に
一
回
、
間
伐
を
し
て

い
け
ば
、
相
当
な
間
伐
収
入
を
あ
げ
な

が
ら
優
良
な
大
藩
材
を
生
産
す
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す
。
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ﾐ

き
く
育
つ
国
民
年
金
ﾐ

利
な
保
険
料
前
納
ﾐ

保
険
料
を
毎
月
納
め
る
の
が
め
ん
ど
ﾐ

な
人
や
、
農
家
な
ど
の
よ
う
に
、
収
ﾐ

期
に
ま
と
ま
っ
た
収
入
の
あ
る
人
に
ﾐ

、
一
年
を
単
位
に
将
来
の
分
を
ま
と
ﾐ

て
前
払
い
す
る
前
納
制
度
の
利
用
を
ﾐ

勧
め
し
ま
す
。
前
納
し
て
お
け
ば
、
ﾐ

め
忘
れ
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
い
つ
ﾐ

も
ど
こ
で
も
安
心
し
て
生
活
が
で
き
ﾐ

た
、
年
に
五
分
五
厘
の
割
引
き
も
あ
ﾐ

非
常
に
有
利
で
す
。
例
え
ば
、
昭
和
ﾐ

十
六
年
四
月
分
か
ら
四
十
八
年
三
月
ﾐ

ま
で
二
年
間
前
納
の
場
合
、
保
険
料
ﾐ

一
万
一
千
百
九
十
日
半
、
毎
月
納
め
ﾐ

場
合
と
比
較
す
る
と
六
百
六
十
円
の
ﾐ

引
き
が
あ
り
ま
す
。
ﾐ

得
比
例
保
険
料
は
一
月
分
か
ら
ﾐ

こ
と
し
の
一
月
目
ら
、
新
し
く
発
足
ﾐ

た
農
業
者
年
金
の
保
険
料
徴
収
が
始
ﾐ

り
ま
し
た
が
、
こ
の
農
業
者
年
金
に
ﾐ

入
し
た
人
は
必
ず
国
民
年
金
所
得
比
ﾐ

保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
ﾐ

ん
。
つ
ま
り
農
業
者
年
金
に
加
入
し
ﾐ

人
は
斗
国
民
年
金
定
額
保
険
料
四
百
ﾐ

十
円
と
、
所
得
比
例
保
険
料
三
百
五
ﾐ

円
、
そ
れ
に
農
業
者
年
金
保
険
料
七
ﾐ

五
十
円
と
合
計
千
五
百
五
十
円
を
毎
ﾐ

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ﾐ

五
百
五
十
円
の
保
険
料
は
一
月
分
か
ﾐ

納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
ﾐ

月
二
十
二
日
現
在
ま
だ
農
業
者
年
金
ﾐ

被
保
険
者
が
確
定
し
て
お
ら
ず
、
国
ﾐ

年
金
の
所
得
比
例
保
険
料
の
納
付
書
ﾐ

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
後
ﾐ

、
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
が
確
定
ﾐ

第
、
所
得
比
例
保
険
料
（
昭
和
四
十
ﾐ

年
一
月
分
か
ら
三
月
分
、
三
ヵ
月
ﾐ

）
の
納
付
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
ﾐ

月
末
日
ま
で
に
は
納
付
さ
れ
る
よ
う
ﾐ

知
ら
せ
し
ま
す
。
ﾐ

金
額
の
調
整
ﾐ

「
〃
国
民
年
金
〃
が
そ
ん
な
に
有
利
．
ﾐ

も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
ﾐ

た
。
し
か
し
何
十
年
も
か
か
っ
て
ま
ﾐ

め
に
掛
金
を
納
め
て
み
て
も
、
い
ざ
ﾐ

金
を
受
け
る
こ
ろ
に
は
、
か
ね
の
値
ﾐ

ち
が
ど
ん
な
に
な
っ
て
い
る
の
か
知
ﾐ

た
も
の
で
は
な
い
。
夫
婦
で
月
二
万
ﾐ

年
金
と
い
わ
れ
て
も
、
今
す
ぐ
も
ら
ﾐ

な
ら
格
別
、
遠
い
先
の
二
万
円
年
金
ﾐ

ど
れ
ほ
ど
役
に
立
つ
か
。
賭
け
を
す
ﾐ

の
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
」
ﾐ

こ
ん
な
つ
ぶ
や
き
を
わ
た
し
た
ち
は
ﾐ

く
耳
に
し
ま
す
。
た
し
か
に
戦
前
や
ﾐ

後
の
混
乱
時
代
、
生
命
保
険
な
ど
い
ﾐ

い
ろ
な
民
間
の
保
険
に
加
入
し
た
人
ﾐ

、
今
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
満
期
が
き
ﾐ

、
年
金
や
保
険
金
を
受
け
取
ろ
う
と
ﾐ

れ
ば
、
も
ら
う
金
は
往
復
の
バ
ス
賃
ﾐ

も
足
り
な
い
と
い
う
悲
劇
に
出
会
つ
ﾐ

　
　
　
　
」
ﾐ

い
ま
す
。
ﾐ

こ
う
し
た
怒
り
と
も
自
嘲
と
も
つ
か
ﾐ

い
つ
ぶ
や
き
が
漏
れ
る
の
も
一
応
も
ﾐ

と
も
で
す
。
然
し
そ
れ
ら
は
一
応
も
ﾐ

と
も
だ
と
い
う
話
で
〃
国
民
年
金
〃
ﾐ

対
す
る
不
安
や
批
評
と
し
て
は
、
全
ﾐ

的
は
ず
れ
だ
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ﾐ

。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
我
国
で
一
ﾐ

新
し
く
で
き
た
〃
国
民
年
金
〃
で
ﾐ

、
そ
う
し
た
み
な
さ
ん
の
不
安
を
解
ﾐ

す
る
仕
組
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
ﾐ

。
つ
ま
り
そ
の
時
の
物
価
や
所
得
や
ﾐ

活
な
ど
の
水
準
に
年
金
の
金
額
が
い
ﾐ

も
適
応
で
き
る
よ
う
な
調
整
機
能
を
ﾐ

蔵
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ﾐ

国
は
五
年
目
ご
と
に
そ
う
し
た
国
民
ﾐ

活
の
種
々
相
を
調
べ
て
、
年
金
の
高
ﾐ

保
険
料
を
調
整
す
る
こ
と
が
被
保
険
ﾐ

へ
の
義
務
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
ﾐ

、
法
律
で
ハ
ツ
キ
リ
き
め
ら
れ
て
い
ﾐ

の
で
す
。
そ
し
て
国
は
、
今
ま
で
被
ﾐ

険
者
の
た
め
に
、
従
来
実
施
し
て
き
ﾐ

よ
う
に
、
こ
の
義
務
を
ま
じ
め
に
果
ﾐ

て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
古
い
時
ﾐ

の
年
金
や
保
険
に
対
す
る
不
安
や
不
ﾐ

は
国
民
年
金
に
は
通
用
し
な
い
わ
け
ﾐ

す
。
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近
く
振
興
地
域
の
指
定

　
ス
プ
ロ
ー
ル
現
象
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
．
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
が

わ
が
国
の
経
済
は
こ
の
十
年
間
に
、

め
ざ
ま
し
い
成
長
を
と
げ
て
い
る
こ
と

は
、
み
な
さ
ん
も
こ
承
知
の
こ
と
と
思

い
ま
す
。
こ
の
た
め
都
市
へ
の
人
口
集

中
と
、
工
業
開
発
、
交
通
網
の
整
備
は

大
変
な
急
い
で
進
み
ま
し
た
。

　
日
向
市
周
辺
を
み
て
も
お
わ
か
つ
の

と
お
り
、
し
ば
ら
く
見
な
い
あ
い
だ
に

あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
、
た
ん
ぼ
の

申
、
畑
の
中
に
、
新
し
い
家
や
工
場
等

が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

　
こ
の
こ
と
を
反
面
、
農
業
上
か
ら
見

る
と
、
優
良
な
農
地
が
、
高
価
な
宅
地

の
値
段
で
売
買
さ
れ
、
あ
た
か
も
、
虫

が
木
の
葉
を
食
い
荒
す
よ
う
に
、
農
地

が
つ
ぶ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

ス
プ
ロ
ー
ル
現
象
と
言
っ
て
お
り
ま
す

備整の旧地
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農
地
の
領
土
宣
言

　
こ
の
よ
う
に
、
無
秩
序
に
農
地
が
つ

ぶ
さ
れ
ま
す
と
、
農
作
業
の
非
能
率
化

土
地
利
用
度
の
低
下
と
共
に
、
経
営
規

模
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
農
家
に
と
っ

て
、
宅
地
な
み
の
高
価
な
農
地
を
購
入

し
て
の
農
業
経
営
は
、
採
算
が
成
立
し

な
い
な
ど
、
農
業
に
と
っ
て
好
ま
し
く

な
い
問
題
が
、
次
第
に
都
市
周
辺
か
ら

農
村
に
波
及
し
て
き
ま
し
た
。

　
農
業
が
農
産
物
を
安
定
的
に
供
給
し

他
産
業
な
み
の
所
得
を
得
る
た
め
に
は

規
模
の
大
き
い
農
業
経
営
を
育
成
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
、
ま
え
に
述
べ
ま
し
た
ス
プ
ロ
ー

ル
現
象
を
く
い
と
め
、
農
地
の
値
上
り

を
防
止
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
ね
ら
い
を
含
め
て
、
で

き
た
法
律
が
「
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
で
、
略
し
て
「
農
振

地
域
整
備
法
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月

に
国
会
で
成
立
し
、
同
年
九
月
に
施
行

さ
れ
ま
し
た
。
隣
村
の
西
郷
村
が
指
定

を
受
け
て
お
り
、
東
郷
町
も
近
く
に
指

定
を
受
け
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
法
律
の
主
な
ね
ら
い
は
、
今
後

農
業
の
振
興
を
は
か
る
地
域
を
あ
き
ら

か
に
し
、
土
地
利
用
の
高
度
化
と
、
農

業
の
近
代
化
の
た
め
の
諸
条
件
を
強
力

に
整
備
し
、
都
市
に
負
け
な
い
魅
力
あ

る
農
業
地
域
を
作
り
あ
げ
る
た
め
に
、

新
し
い
対
策
を
盛
り
こ
ん
だ
も
の
で
す

　
こ
の
法
律
の
適
用
（
指
定
）
を
受
け

る
と
、
市
町
村
を
単
位
と
し
て
、
農
業

区
域
、
市
街
化
調
整
区
域
、
市
街
化
区

域
の
三
つ
に
は
っ
き
り
区
分
さ
れ
、
農

業
区
域
内
で
は
、
農
地
を
農
業
以
外
の

目
的
で
利
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
域
は
農
業
地

帯
で
あ
る
一
と
い
う
、
い
わ
ば
農
業
の

領
土
宣
言
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。

三
つ
の
地
域
に
区
分

　
線
引
き

　
今
後
農
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
整
備

法
に
も
と
づ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
施
策

が
講
じ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
農
業
の
た
め
の
農
業
区

域
と
、
す
で
に
市
街
地
を
形
成
し
更
に

今
後
十
年
以
内
に
優
先
的
に
市
街
化
を

は
か
る
市
街
化
区
域
、
こ
の
中
間
の
市

街
化
調
整
区
域
の
三
つ
を
は
っ
き
り
区

分
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
三
つ
の
地
域
に
区
分
す
る
こ
と

を
普
通
「
線
引
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
線
引
き
は
、
住
民
の
意
向
を
十

分
反
映
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
，
り
ま

せ
ん
が
、
都
市
計
画
法
と
も
密
接
な
関

係
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

域
の
農
地
の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
に
述

へ
て
み
ま
す
。

　
農
業
区
域

　
今
ま
で
は
、
ど
こ
の
農
地
で
も
、
付

近
に
支
障
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
農

地
以
外
の
も
の
に
申
請
が
で
き
ま
し
た

が
、
農
業
区
域
に
指
定
さ
れ
ま
す
と
、

原
則
と
し
て
転
用
は
向
こ
う
十
年
間
は

禁
止
さ
れ
ま
す
。

　
農
地
と
し
て
の
売
買
は
差
支
え
な
い

こ
と
は
従
前
ど
お
り
で
す
。
た
だ
し
別

に
規
定
す
る
農
業
施
設
へ
の
転
用
は
申

請
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
農
地
の
転

用
は
制
限
さ
れ
ま
す
が
、
農
業
に
対
す

る
国
、
お
よ
び
県
の
投
資
は
、
こ
の
区

域
以
外
に
は
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
農
業
区
域
の
農
業

に
は
、
積
極
的
に
投
資
を
お
こ
な
お
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
市
街
化
区
域

　
以
前
は
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に

転
用
す
る
場
合
は
当
然
、
知
事
の
許
可

が
必
要
で
し
た
が
、
こ
の
市
街
化
区
域

内
の
農
地
転
用
は
届
出
制
と
な
り
ま
し

た
。
農
業
委
員
会
を
通
じ
て
、
知
事
に

農
地
転
用
の
届
出
を
す
る
こ
と
で
、
い

つ
で
も
転
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
千
平

方
材
（
約
一
反
三
歩
）
以
上
の
農
地
転
用

は
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
に

該
当
し
ま
す
の
で
、
知
事
の
許
可
を
必

要
と
し
ま
す
。

　
市
街
化
調
整
区
域

　
こ
の
区
域
は
、
農
業
区
域
と
市
街
化

区
域
に
接
す
る
中
間
地
帯
で
す
が
、
農

地
を
甲
種
と
乙
種
に
区
分
し
ま
す
。

　
甲
種
農
地
と
は
、
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
の
集
団
的
優
良
農
地
や
、
土
地
基
盤

整
備
事
業
を
行
な
っ
た
農
地
が
こ
れ
に

あ
た
り
、
農
業
区
域
と
同
様
に
転
用
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
甲
種
以
外
の
農
地
を
乙
種
農
地
と
し

ま
す
が
、
こ
の
農
地
は
従
来
の
許
可
基

準
に
も
と
づ
い
て
農
地
転
用
が
で
き
ま

す
が
、
千
平
方
赫
以
上
の
転
用
は
原
則

と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　
都
市
計
画
法
と
関
連
の
あ
る
公
共
的

施
設
、
お
よ
び
農
林
漁
業
施
設
へ
の
転

用
を
優
先
的
に
し
、
五
年
毎
に
区
域
の

調
整
を
行
な
い
ま
す
。

　
五
年
以
内
に
指
定

　
地
域
指
定
は
、
知
事
が
現
地
調
査
を

し
て
市
町
村
と
協
議
し
て
定
め
ま
す
が

ム「

纐
�
ﾜ
年
間
の
う
ち
に
全
国
の
市
町

村
を
指
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

　
こ
の
地
域
に
指
定
さ
れ
る
と
市
町
村

で
は
調
査
、
計
画
を
立
て
ま
す
が
、
こ

の
計
画
で
は
ま
ず
、
そ
の
振
興
地
域
で

育
成
し
よ
う
と
す
る
自
立
経
営
、
協
業

等
を
ど
の
位
の
大
き
さ
に
す
る
か
、
規

模
拡
大
を
ど
の
よ
う
に
も
っ
て
い
く
の

か
、
さ
ら
に
、
農
地
の
集
団
化
を
ど
の

よ
う
に
進
め
る
か
な
ど
の
、
具
体
的
誘

導
方
向
を
定
め
ま
す
。

　
同
時
に
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の

売
買
、
賃
貸
借
、
交
換
等
規
模
拡
大
や

集
団
化
な
ど
、
農
地
保
有
合
理
化
の
万

口
に
つ
い
て
「
あ
っ
せ
ん
基
準
」
を
作

り
、
農
地
取
得
の
資
格
者
、
あ
っ
せ
ん

の
優
先
順
位
等
、
農
地
保
有
の
合
理
化

を
円
滑
に
進
め
る
よ
う
、
あ
っ
せ
ん
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
税
制
上
の
優
遇

　
農
業
振
興
地
域
内
の
農
地
等
の
権
利

移
動
に
つ
い
て
、
農
業
委
員
会
の
あ
っ

せ
ん
お
よ
び
、
市
町
村
の
勧
告
な
ど
、

国
の
施
策
に
そ
っ
て
動
い
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
税
制
上
い
く
つ
か
の
優
遇
措

置
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
譲
渡
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
現

在
長
期
譲
渡
所
得
（
五
年
以
上
農
地
を

所
有
し
て
い
た
者
が
譲
渡
し
た
場
合
）

は
百
万
円
の
特
別
控
除
が
あ
り
ま
す
が

こ
の
農
振
地
域
整
備
法
に
基
づ
き
、
農

業
委
員
会
等
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
も
の

は
、
百
五
十
万
円
ま
で
の
特
別
控
除
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
登
記
の
際
の
登

録
免
許
税
は
、
土
地
価
格
の
千
分
の
五

十
が
、
千
分
の
六
に
引
下
げ
ら
れ
ま
す

不
動
産
取
得
税
は
、
土
地
価
格
の
三
分

の
二
が
課
税
標
準
で
す
。

経
過
規
定

　
以
上
こ
の
法
律
の
要
点
を
述
べ
ま
し

た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
に
よ
り
、
農

地
の
取
扱
い
が
、
き
び
し
く
制
限
さ
れ

る
も
の
（
農
業
区
域
の
転
用
禁
止
）
、

㌃

、
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ま
た
緩
和
さ
れ
る
　
　
　
（
市
街
化
区
域

の
転
用
は
届
出
制
）
な
ど
、
農
地
の
取

扱
い
が
、
従
前
と
大
き
く
変
り
ま
す
の

で
、
疑
問
が
で
て
き
た
り
、
ま
た
地
域

住
民
が
不
利
を
ま
ね
く
お
そ
れ
も
あ
り

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

に
、
い
く
つ
か
の
経
過
規
定
が
あ
り
ま

す
。　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
市
街
化
調
整
区

域
内
で
転
用
許
可
を
指
定
期
日
ま
で
に

う
け
て
い
る
も
の
は
、
家
を
建
て
て
い

な
く
て
も
、
指
定
期
日
後
六
ヵ
月
以
内

に
届
出
を
す
れ
ば
、
宅
地
と
し
て
取
扱

わ
れ
ま
す
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
期
間
に
届
出

が
な
い
も
の
は
、
以
後
農
地
の
取
扱
い

に
な
り
、
転
用
許
可
は
無
効
に
な
り
ま

す
。　

せ
っ
か
く
宅
地
用
と
し
て
、
買
っ
た

農
地
で
も
、
う
っ
か
り
届
出
を
お
こ
た

り
ま
す
と
、
以
後
五
年
間
は
家
屋
を
建

築
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
日
向
市
は
昭
和
四
十
五

年
十
一
月
二
十
七
日
に
、
こ
の
指
定
を

受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
期
日
前

に
転
用
許
可
を
取
っ
て
お
り
な
が
ら
、

ま
だ
家
を
建
て
て
い
な
い
人
は
、
今
年

の
五
月
二
十
六
日
ま
で
に
、
届
出
な
け

れ
ば
家
が
建
て
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
関
係
の
あ
る
人
も
い
る
か
と
思
い
ま

す
の
で
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

日
向
市
の
計
画
図
は
、
東
郷
町
役
場
に

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
早
目
に
調
査
さ
れ

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
承
知
の
よ
う
に
、
東
郷
町
は
現
在

開
拓
パ
イ
ロ
ノ
ト
事
業
に
取
組
ん
で
い

ま
す
。
さ
ら
に
今
後
の
東
郷
町
の
農
業

に
つ
い
て
、
十
年
後
、
二
十
年
後
の
大

計
を
立
て
、
国
の
施
策
を
充
分
活
用
し

健
全
で
豊
か
な
町
づ
く
り
を
目
指
し
て

近
く
こ
の
地
域
指
定
を
受
け
る
よ
う
に

準
備
中
で
す
。

　
町
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
、
な

お
一
層
の
こ
協
力
を
お
ね
が
い
い
た
し

ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
尋
ね

に
な
う
た
い
人
は
役
場
産
業
課
ま
で
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

3
一
一
一
曹
一
＝
一
1
；
一
＝
P
＝
；
■
画
一
－
＝
＝
冒
＝
■
幽
＝
＝
＝
曽
＝
ー
ニ
ニ
F
＝
≡
■
一
＝
＝
「
＝
＝
腫
一
一
二
二
二
＝
醒
＝
一
＝
一
＝
＝
匿
二
，
ニ
一
F
ニ
一
■
ニ
ニ
一
二
三
■
一
一
＝
＝
＝
；
屡
＝
二
一
一
二
＝
一
曽
一
一
三
，
二
一
踵
＝
＝
「
＝
…
■
一
一
≡
一
回
：
一

　　凡醐1雪虞餌量川1ぬ凶llll巳ll自glll写影暫顧量Illll自”醐111111q

l町の話題l
　　c・lll・∪・ll胸III・OIIIII川lu・lll・1睡llu・・ll・II・loり噌馴IUIIIIう

　　　　　　音楽学習の発表
　2月20日、東郷小の全児童367人が父兄を招き、

楽器合奏、合唱など日ごろの音楽学習の発表会を催

しました。美しいハーモニーにおかあさんたちもし

ばしうっとり。

’

　　　　　　　　葉タバコの苗

　ことしも18戸の農家が葉タバコ苗を共同で育て今

月10加に植えつけます。被覆栽培など栽培技術の向

上で増収が期待できます。ビニールハウスの中は真

夏のようです。
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＝3塩
月
儀
市

　
迫
野
内
神
社

祭
神
は
天
照
大
神
で
あ
る
。
創
建
は

ハ
詳
か
で
は
な
い
が
古
く
か
ら
里
人
た
ち

《
の
崇
敬
厚
く
、
中
に
も
天
文
の
頃
（
四

百
年
位
前
）
は
非
常
に
崇
敬
者
が
多
く

霊
験
を
蒙
る
者
も
多
か
っ
た
と
伝
え
て

い
る
。

　
伝
説
に
よ
る
と
信
者
の
中
に
河
内
村

の
山
中
と
い
う
処
に
ど
こ
と
も
な
く
上

人
が
来
て
住
み
、
本
神
社
を
崇
敬
す
る

こ
と
厚
く
神
の
恵
を
受
け
る
こ
と
も
多

　かっ
た
。
こ
れ
を
神
官
が
嫉
み
上
人
と

《
種
々
問
答
を
し
た
が
上
人
は
か
ね
が
ね

ハ
崇
敬
す
る
大
神
の
御
恵
に
よ
っ
て
神
官

　…�
A
馬
灘
櫨

残
念
に
思
い
「
虫
に
で
も
な
れ
」
と
言

っ
て
酒
を
谷
川
に
流
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
山
中
地
方
の
作
物
に
虫
が

生
じ
て
作
物
が
み
の
ら
な
い
の
で
、
村

蝋人
た
ち
は
上
人
に
頼
ん
で
大
神
に
虫
除

け
の
祈
願
を
し
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
虫
が

べ
去
っ
て
豊
作
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の

上
人
が
慶
長
年
間
（
三
六
〇
年
前
）
に

神
社
境
内
に
碑
を
納
め
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
が
、
現
在
碑
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
八
重
原
神
社

　
祭
神
は
天
照
大
神
で
あ
る
。
本
町
内

の
神
社
の
中
で
は
創
建
は
最
も
古
い
と

ハ
云
わ
れ
て
い
る
が
宝
永
年
代
（
二
六
〇

年
前
）
の
出
火
の
た
め
古
文
書
、
宝
物

購
縫
簗
無

給
と
さ
ま
」
と
称
し
十
月
の
例
祭
に
は

遠
近
か
ら
の
参
詣
者
が
多
く
、
終
夜
社

頭
に
こ
も
っ
て
日
の
出
を
待
っ
て
退
散

す
る
を
例
と
し
た
。
八
重
原
部
落
は
家

を
解
放
し
て
信
者
た
ち
の
便
を
は
か
り

酒
食
を
供
し
た
が
、
現
在
は
昔
の
面
影

は
な
い
。

　
　
鶴
野
内
神
社

　
祭
神
は
「
す
さ
の
う
の
尊
」
で
あ
る

里
人
達
は
「
す
さ
の
う
の
尊
」
を
尊
崇

す
る
こ
と
厚
く
社
殿
を
建
て
「
紙
園
社
」

或
は
「
年
の
神
」
と
称
し
て
深
く
尊
崇

し
た
。

　
伝
説
に
よ
れ
ば
権
現
の
三
池
と
い
っ

て
冠
岳
の
権
現
山
、
成
願
寺
下
、
鶴
野

内
に
三
つ
の
池
が
あ
っ
た
。
鶴
野
内
の

住
人
某
が
鶴
野
内
の
池
の
主
を
殺
し
た

が
そ
の
後
主
の
た
た
り
を
恐
れ
て
池
の

畔
に
小
引
を
建
て
こ
れ
を
祀
っ
た
。
こ

れ
が
鶴
野
内
神
社
の
始
め
で
あ
る
。

　
そ
の
後
神
官
某
が
門
中
に
命
じ
て
宝

物
、
古
文
書
を
耳
川
に
棄
却
さ
せ
た
。

年
を
経
て
こ
の
村
に
疫
病
が
流
行
し
て

死
者
が
多
く
出
た
。
村
人
た
ち
は
神
の

い
か
り
と
し
て
祈
願
し
た
ら
白
髪
の
老

人
が
出
て
「
わ
れ
は
砥
園
神
で
あ
る
年

一
回
の
祭
を
盛
ん
に
せ
よ
」
と
神
告
が

あ
っ
た
。
そ
の
後
毎
年
祭
を
盛
ん
に
す

る
こ
と
と
し
た
。

　
　
仲
瀬
神
社

　
創
建
は
詳
か
で
な
い
。
祭
神
は
大
国
M

主
命
と
野
々
崎
丹
後
で
あ
る
。
大
国
主
　

命
は
「
大
黒
さ
ん
」
で
あ
る
か
ら
今
更
焔

詳
記
の
必
要
は
な
く
、
野
々
崎
丹
後
の

事
に
つ
い
て
は
、
幽
き
に
「
東
郷
の
民

話
」
で
記
載
し
た
の
で
略
す
る
。

《
　
《

（
原
文
の
ま
ま
）

灘い一ノー

’
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口
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住
民
税
焔
賑
で

　
今
年
も
い
よ
い
よ
税
金
の
申
告
時
期

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
住
民
税
は
、

町
民
の
所
得
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
る
も

の
で
す
。
そ
の
基
礎
と
な
る
所
得
は
納

税
者
の
み
な
さ
ん
が
、
自
主
的
に
申
告

し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
所
得
税
と
事
業
税
の
申
告
を
し
て

い
る
人
は
改
め
て
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
に
、
税
務
課
で
は
、
次
の

日
程
で
申
告
説
明
会
を
開
き
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
は
、
十
五
日
ま
で
で
す
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繰
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舗
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畜
産
の
行
事
予
定

　
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
東
郷
町
関

係
の
畜
産
行
事
は
別
表
の
と
お
り
で
す

和
牛
の
飼
育
の
参
考
に
し
、
計
画
的
な

・
生
産
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
農
協
で
は
セ
リ
市
に
出
場
す

る
仔
牛
に
対
し
、
セ
リ
市
三
ヵ
月
前
か

ら
飼
科
の
貸
出
し
（
無
利
息
）
を
し
て

い
ま
す
の
で
お
お
い
に
利
用
さ
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
　
　
　
下
渡
川
区
長
宅

　
毎
年
行
な
う
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
を
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
総
務
課

窓
口
で
行
な
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

希
望
の
方
は
直
接
係
ま
で
お
い
で
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　
単
車
の
変
更

四
月
観
潮
欝
霧

　
　
の
納
付
書
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
町
村
で

　
　
あ
っ
か
わ
れ
る
軽
自
動
車
は
、
一
二
五

　
　
C
C
以
下
の
単
車
で
す
が
、
廃
車
し
た

　
り
他
の
人
に
売
っ
た
り
し
た
人
は
、
そ

　
　
の
都
度
届
け
出
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

　
ま
す
。
し
か
し
そ
の
届
け
を
怠
っ
て
い

　
ま
す
と
、
こ
と
し
も
ま
た
あ
な
た
に
課

　
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
廃
車
し

　
　
た
人
は
標
識
番
号
を
必
ず
持
っ
て
、
早

　
　
め
に
届
け
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
そ

　
　
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
あ
な
た
の
損

　
　
で
す
。

　
　
あ
ぶ
な
い
消
し
忘
れ
、

　
　
・
　
　
切
り
忘
れ

　
　
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
月
十
三
日
ま

　
　
で
、
全
国
い
っ
せ
い
に
春
の
火
災
予
防

　
　
運
動
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
こ
の
運
動
は
、
春
季
は
火
災
が
多
く
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発
生
し
や
す
く
、
ま
た
大
火
災
に
な
り

や
す
い
こ
と
に
よ
り
、
み
な
さ
ん
が
防

火
意
識
を
さ
ら
に
高
め
、
火
災
と
火
災

に
よ
る
死
傷
者
が
発
生
し
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
い
う
目
的
で
行
な
っ
て
い
る

も
の
で
す
。

　
と
く
に
、
前
半
の
七
日
間
は
、
車
両

林
野
火
災
の
防
止
を
重
点
的
に
行
な
う

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
わ
が
家
の
防
火
総
点
検
と
い
う
こ
と

で
、
さ
き
の
秋
季
火
災
予
防
運
動
で
も

取
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
火
災
発
生

件
数
の
六
〇
警
以
上
が
建
物
火
災
で
、

そ
の
半
数
以
上
が
個
人
住
宅
か
ち
出
火

し
て
い
ま
す
の
で
、
火
災
を
少
な
く
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
家
庭
に
お
け
る
火

災
予
防
を
第
一
と
し
て
、
さ
ら
に
部
落

ぐ
る
み
、
職
場
ぐ
る
み
、
ひ
い
て
は
地

域
ぐ
る
み
の
運
動
と
な
る
よ
う
次
の
こ

と
に
注
意
し
て
、
わ
が
家
の
防
火
総
点

検
を
実
施
し
ま
し
よ
う
。

。
火
気
を
使
う
場
所
、
．
設
備
と
使
用
器

　
具
の
点
検
お
よ
び
こ
の
よ
う
な
場
所

　
に
あ
る
燃
え
や
す
い
も
の
の
除
去

。
・
各
家
庭
に
バ
ケ
ツ
一
杯
の
水
の
汲
み

　
お
き
の
励
行
。
で
き
れ
ば
台
所
に
も

　
消
火
器
を
備
え
つ
け
る

・
た
ば
こ
の
投
げ
す
て
と
寝
た
ば
こ
の

、
防
止

。
外
出
時
、
就
寝
前
の
火
の
元
点
検
の

　
励
行

あ
の
世
ゆ
き

酒
が
運
転
す
る
車

　
緑
と
太
陽
に
囲
ま
れ
、
う
ま
い
酒
に

め
ぐ
ま
れ
た
宮
崎
県
で
す
が
、
み
な
さ

ん
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
は
、
あ
と
を

た
ち
ま
せ
ん
。

　
寒
い
に
つ
け
、
暑
い
に
つ
け
、
ま
た

祝
ご
と
、
悲
し
み
ご
と
、
な
に
か
に
つ

け
て
酒
を
用
い
る
の
が
県
民
の
慣
習
で

す
。
し
か
し
、
悲
劇
の
も
と
に
な
る
飲

酒
運
転
だ
け
は
ぜ
っ
た
い
に
や
め
ま
し

よ
．
つ
。

　
酒
を
飲
ん
で
も
「
自
分
は
運
転
に
は

自
身
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
っ
て
ハ
ン
ド

ル
を
握
っ
て
、
あ
の
世
へ
行
っ
た
運
転

者
、
残
さ
れ
た
家
族
は
ど
う
し
て
生
き

て
い
き
ま
す
か
？

　
悲
し
み
、
嘆
き
、
苦
し
む
家
族
の
姿

を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
一
。
飲
酒
運
転
は

ぜ
つ
だ
い
で
き
な
い
は
ず
で
す
。

　
お
酒
の
す
き
な
あ
な
た
に
、
お
酒
を

ぜ
っ
た
い
に
や
め
な
さ
い
、
と
い
う
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
飲
ん
だ
時

は
運
転
を
や
め
な
さ
い
と
い
う
だ
け
な

の
で
す
。

　
そ
れ
が
守
れ
な
い
よ
う
で
は
、
あ
な

た
は
酒
を
飲
む
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
酒
を
飲
ん
だ
ら
運
転
し
な
い
」
、
こ

れ
は
運
転
者
の
社
会
に
対
す
る
義
務
で

す
。
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人口46年2月佃現在

　　（　　）は対馬月比

　男　．3．512人

　　　　（＋5）
　女　3．820人
　　　　（＋12）
総　数　7．332人

　　　　（＋17）
世帯数　1．768世帯

　　　　（±0）
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