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宮
崎
県
諸
塚
村
は
、
人
口
二
、
四
五
五
人
、
日

向
灘
に
注
ぐ
耳
川
の
上
流
に
位
置
す
る
奥
地
山
村

で
あ
る
。
当
村
は
、
戦
後
す
ぐ
に
集
落
自
治
の
拠

点
と
し
て
公
民
館
整
備
を
始
め
、
針
葉
樹
と
広
葉

樹
が
混
在
す
る
モ
ザ
イ
ク
状
の
森
林
造
成
、
林
地

の
村
外
所
有
を
防
ぐ
「
林
地
村
外
移
動
防
止
対
策

要
綱
」
の
策
定
、
さ
ら
に
全
国
屈
指
の
路
網
整
備
、

森
林
組
合
に
よ
る
素
材
流
通
体
制
づ
く
り
等
、
他

に
類
を
見
な
い
ほ
ど
積
極
的
な
基
盤
整
備
を
地
域

ぐ
る
み
で
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年

代
後
半
頃
に
は
、こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
基
に
、

林
家
の
自
営
生
産
を
柱
と
し
た
木
材
生
産
が
拡
大

し
、「
林
業
立
村
」
と
し
て
全
国
的
に
注
目
さ
れ

た
。
し
か
し
、
九
〇
年
前
半
に
な
る
と
、
努
力
と

工
夫
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
林
業
の
採
算

性
が
悪
化
し
始
め
、
こ
れ
ま
で
増
加
傾
向
に
あ
っ

た
生
産
量
は
頭
打
ち
と
な
り
、
新
た
な
対
策
が
必

要
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
諸
塚
村
は

九
〇
年
代
末
以
降
、
木
材
の
新
た
な
販
売
策
と
し

て
都
市
と
の
交
流
・
連
携
を
活
か
し
た
産
直
住
宅

へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

一．

地
域
概
況

諸
塚
村
の
面
積
は
一
八
、
七
五
九
ha
、
そ
の
う

ち
森
林
が
九
五
％
を
占
め
、
田
畑
は
わ
ず
か
一
％

に
と
ど
ま
る
。
村
の
主
な
産
業
は
、
椎
茸
を
含
む

林
業
で
、
就
業
人
口
の
二
四
％
（
三
二
五
人
）
が

従
事
し
、
村
内
純
生
産
額
の
六
分
の
一
に
あ
た
る

一
一
億
円
を
稼
ぐ
等
、
林
業
は
村
の
重
要
な
産
業

と
な
っ
て
い
る
。

二．

産
直
住
宅
へ
の
取
り
組
み
経
緯

諸
塚
村
で
は
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
下
げ
止

ま
ら
な
い
農
林
産
物
価
格
へ
の
危
機
感
か
ら
、
農

林
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
会
合
が
い
く
つ
か
開
催

さ
れ
、
品
質
向
上
や
付
加
価
値
生
産
の
必
要
性
が

認
識
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
提
案
を
受
け
、
木
材
の

新
し
い
販
売
策
と
し
て
産
直
住
宅
を
推
し
進
め
た

の
が
、
役
場
職
員
で
あ
る
Ｙ
氏
（
Ｕ
タ
ー
ン
者
、

建
築
家
）
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
「
産
直
住
宅
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
で
あ
る
。
同
チ
ー
ム
は
、

村
外
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
を
巻
き
込
み
な
が

ら
、
役
場
、
森
組
、
ウ
ッ
ド
ピ
ア
諸
塚
（
農
林
作

業
の
た
め
の
第
三
セ
ク
タ
ー
）
の
共
同
事
業
と
し

て
産
直
住
宅
に
関
す
る
検
討
を
九
六
年
に
開
始
し

た
。
具
体
的
に
は
、
戦
後
造
林
木
が
主
体
の
諸
塚

村
で
住
宅
事
業
を
行
う
に
は
何
を
コ
ン
セ
プ
ト

に
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
の
か
に

つ
い
て
、
各
地
の
取
り
組
み
を
参
考
に
議
論
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
諸
塚
村
ら
し
い
産
直
住
宅

を
展
開
す
る
た
め
に
は
村
づ
く
り
そ
の
も
の
が
重

要
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
が
り
、
役
場
や
森
組
の

若
手
職
員
に
よ
る
「
エ
コ
ビ
レ
ッ
ジ
諸
塚
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」（
以
下
「
エ
コ
ビ
レ
ッ
ジ
諸
塚
」）
が
新

た
に
結
成
さ
れ
、
村
の
人
々
が
自
信
を
も
っ
て
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
が
話
し
合
わ
れ
た
。

そ
し
て
、「
産
直
住
宅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、

「
エ
コ
ビ
レ
ッ
ジ
諸
塚
」
を
ベ
ー
ス
に
、「
単
な
る

素
材
の
直
売
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
人
に
も
地
球
に

も
優
し
い
生
活
提
案
型
の
交
流
運
動
」
と
し
て
産

直
住
宅
を
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
九
七

年
に
は
、
一
緒
に
産
直
住
宅
を
進
め
る
消
費
地
の

拠
点
と
し
て
、
熊
本
市
の
建
築
家
等
に
呼
び
か
け

て
「
環
境
保
全
と
自
然
住
宅
の
会
」
を
結
成
し
た
。

そ
し
て
、
住
ま
い
や
環
境
を
考
え
る
「
森
林
と
住

ま
い
の
セ
ミ
ナ
ー
」
を
都
市
部
で
開
催
し
、
都
市

の
人
を
村
に
呼
び
込
む
「
木
材
産
地
ツ
ア
ー
」
を

始
め
た
。
ま
た
、
熊
本
で
の
二
棟
を
皮
切
り
に
、

住
宅
建
築
が
始
ま
っ
た
。

三．

産
直
住
宅
の
特
徴

こ
れ
ま
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
供
給
体
制

を
整
え
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
諸
塚
村
ら
し
さ

を
備
え
た
産
直
住
宅
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

1

「
地
域
」
に
こ
だ
わ
っ
た
家
づ
く
り

諸
塚
村
で
は
、
①
地
域
で
育
っ
た
木
は
そ
の
風
土

に
適
し
て
い
る
、
②
木
材
の
輸
送
に
な
る
べ
く
無
駄

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
た
く
な
い
、
③
産
地
と
消
費

地
が
顔
の
見
え
る
関
係
を
築
く
こ
と
を
基
本
に
、
九

州
地
域
に
限
定
し
た
産
直
住
宅
を
進
め
て
い
る
。

2

都
市
と
山
村
が
一
緒
に
作
る
家
づ
く
り

生
産
者
が
市
場
価
格
に
振
り
回
さ
れ
な
い
木
材

販
売
策
を
確
立
す
る
た
め
に
は
都
市
と
の
交
流
・

生
活
提
案
型

生
活
提
案
型
の
産
直
住
宅
を
目
指

産
直
住
宅
を
目
指
し
て�

―
宮
崎
県
諸
塚
村
の
取
り
組
み
―

―
宮
崎
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村
の
取
り
組
み
―�

現
地
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

現
地
ル
ポ
ル
タ
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ジ
ュ�

生
活
提
案
型
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産
直
住
宅
を
目
指
し
て�

―
宮
崎
県
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取
り
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み
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現
地
ル
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ル
タ
ー
ジ
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連
携
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
、
村
と
一
緒
に
家
づ

く
り
を
進
め
る
消
費
地
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
建

築
家
等
の
家
づ
く
り
職
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
を
進
め
て
い
る
。
実
際
、
前
記
し
た
「
環
境

保
全
と
自
然
住
宅
の
会
」（
現
在
「
熊
本
家
づ
く

り
の
会
」）
の
ほ
か
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
宮
崎
市

の
建
築
家
に
よ
る
「
宮
崎
家
づ
く
り
塾
」
や
鹿
児

島
市
の
設
計
事
務
所
が
中
心
と
な
っ
た
「
環
境
と

自
然
住
宅
の
会
」等
の
各
地
で「
家
づ
く
り
グ
ル
ー

プ
」
が
結
成
さ
れ
、
さ
ら
に
福
岡
市
の
設
計
事
務

所
と
の
交
流
も
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、
消
費
地
と
離
れ
た
諸
塚
村
が
施
主
を

つ
か
む
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
実

際
に
家
を
建
築
す
る
の
は
そ
の
地
域
に
精
通
し
た

職
人
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
場
が
使
い
や
す

い
質
の
高
い
木
材
を
供
給
す
る
の
が
村
の
役
割
と

考
え
る
諸
塚
方
式
で
は
、重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

3

自
然
素
材
を
活
か
し
た
家
づ
く
り

で
き
る
だ
け
身
近
に
あ
る
自
然
な
も
の
で
生
活

す
る
こ
と
を
山
村
か
ら
都
市
へ
発
信
す
る
た
め
、

諸
塚
村
の
家
づ
く
り
で
は
「
葉
枯
ら
し
材
」
の
使

用
を
進
め
て
い
る
。「
葉
枯
ら
し
」
と
は
、
伐
採

し
た
際
に
山
で
一
定
期
間
枝
葉
を
つ
け
た
ま
ま
放

置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
分
の
蒸
発
散
を
促
す
伝

統
的
な
乾
燥
方
法
で
あ
る
。
こ
の
生
産
方
法
だ
と

重
量
が
軽
く
な
る
た
め
搬
出
し
や
す
く
、
材
に
つ

い
て
は
色
艶
が
よ
く
、
伐
り
旬
を
守
る
こ
と
で
虫

が
つ
き
に
く
い
こ
と
は
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
近
年
で
は
機
械
集
材
の
普
及
や
伐
採
後

す
ぐ
に
販
売
で
き
な
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
生

産
量
は
少
な
く
、
市
場
で
も
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
産
直
住
宅
で
は
自
然
の

摂
理
に
あ
っ
た
木
材
生
産
で
、
且
つ
木
材
の
乾
燥

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
葉
枯

ら
し
材
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
葉

枯
ら
し
材
を
一
定
量
確
保
し
、
ま
た
林
家
に
産
直

住
宅
事
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
直
接
還
元
す
る
た
め
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
は
森
組
と
役
場
の
協
力
に
よ

り
、
葉
枯
ら
し
材
の
買
取
価
格
に
千
円
／
„
の
上

乗
せ
を
行
う
等
生
産
支
援
を
進
め
て
い
る
。

四．

産
直
住
宅
の
現
状
と
課
題

諸
塚
村
の
産
直
住
宅
は
、九
七
年
に
二
棟
、九
八

年
七
棟
、
九
九
年
一
〇
棟
、
二
〇
〇
〇
年
一
四
棟
、

二
〇
〇
一
年
一
二
棟（
予
定
を
含
む
）と
建
築
棟
数

を
伸
ば
し
て
き
た
。ま
た
、消
費
地
と
産
地
が
顔
の

見
え
る
関
係
を
築
き
、
市
場
で
は
不
安
定
で
時
に

は
買
い
叩
か
れ
る
木
材
を
一
定
水
準
で
安
定
的
に

買
い
取
る
仕
組
み
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
高
品

質
の
木
材
を
供
給
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
林
家

に
働
き
、
木
材
の
品
質
が
向
上
し
始
め
て
い
る
。

し
か
し
、
課
題
も
多
い
。
例
え
ば
、
山
か
ら
運

ば
れ
て
く
る
木
材
の
質
お
よ
び
量
に
は
ば
ら
つ
き

が
大
き
く
、
一
定
水
準
以
上
の
質
の
木
材
を
一
定

量
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
近
代
化
」
さ
れ
た

製
材
工
場
や
熟
練
大
工
が
少
な
く
な
っ
た
建
築
現

場
で
は
、
直
材
な
ど
の
扱
い
や
す
い
材
の
み
が
好

ま
れ
、
本
来
問
題
と
は
な
ら
な
い
木
材
の
「
く
せ
」

が
「
欠
点
」
と
見
な
さ
れ
撥
ね
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
試
算
に
よ
る
と
生
産
さ
れ
た
葉

枯
ら
し
材
の
約
半
分
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
二

〇
〇
〇
年
）。
さ
ら
に
、
林
家
に
と
っ
て
は
、
前

記
の
よ
う
に
葉
枯
ら
し
材
の
買
取
り
に
は
上
乗
せ

が
あ
る
も
の
の
、
今
の
と
こ
ろ
葉
枯
ら
し
材
を
生

産
す
る
林
家
は
一
部
に
限
ら
れ
、
ま
た
一
般
的
に

木
材
価
格
が
大
き
く
下
落
し
て
い
る
た
め
、
上
乗

せ
価
格
が
相
殺
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

五．

お
わ
り
に

今
回
、
諸
塚
村
の
取
り
組
み
を
伺
い
、
こ
れ
ま

で
の
林
業
不
況
下
で
も
努
力
と
工
夫
で
原
木
産
地

と
し
て
踏
み
と
ど
ま
っ
て
き
た
地
域
の
力
量
を
強

く
感
じ
た
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
産
直
住
宅
に

お
け
る
木
材
の
供
給
体
制
が
確
立
し
て
い
る
と
は

言
い
が
た
く
、
ま
た
、
産
直
住
宅
事
業
を
取
り
巻

く
環
境
は
決
し
て
楽
観
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
地
元
へ
の
経
済
的
な
還
元
を
ど
の
よ
う

に
実
現
さ
せ
て
い
く
に
つ
い
て
も
課
題
は
多
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
諸
塚
村
だ
け
の
努
力

で
は
解
決
が
難
し
い
こ
と
も
多
く
、
山
村
同
士
の

横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
な
が
ら
大
き
な

「
声
」
と
し
て
都
市
に
投
げ
か
け
、
暮
ら
し
を
問

い
直
す
確
か
な
流
れ
に
結
び
付
け
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
、
諸
塚
村
の

取
り
組
み
は
、
国
産
材
の
問
題
は
暮
ら
し
を
見
直

す
と
い
う
大
き
な
課
題
に
波
紋
を
投
げ
か
け
な
く

て
は
、
解
決
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
栗
栖
祐
子
）

＊
本
報
告
は
、文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｂ「
山
村

地
域
の
里
山
管
理
・
利
用
に
お
け
る
新
た
な
主
体
形
成
」

（
代
表
者：

井
上
真
）に
よ
り
実
施
し
た
調
査
に
基
づ
く
。


