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菊
陽
―
屋
久
島
―
杉

　

菊
陽
町
と
姉
妹
都
市
盟
約
を
結

ん
で
い
る
鹿
児
島
県
屋
久
島
町
の

「
屋
久
島
ふ
る
さ
と
産
業
祭
り
」

は
４
月
22
日
、
屋
久
島
町
で
開
催

さ
れ
、
大
勢
の
人
た
ち
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。

　

菊
陽
町
は
昭
和
62
年
か
ら
旧
屋

久
町
と
交
流
を
始
め
、
産
業
祭
に

も
参
加
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
菊

陽
産
の
野
菜
や
果
物
を
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
特
産
の

菊
陽
に
ん
じ
ん
を
は
じ
め
、
ト
マ

ト
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
い
ち
ご
な

ど
を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
訪
問
し

ま
し
た
。
菊
陽
町
の
ブ
ー
ス
に
は
、

開
始
前
か
ら
屋
久
島
町
の
皆
さ
ん

が
行
列
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

列
に
並
ん
で
い
た
屋
久
島
町
の
今い
ま

村む
ら

和か
ず

子こ

さ
ん
は
「
菊
陽
の
に
ん
じ

ん
は
生
で
食
べ
て
も
お
い
し
い
よ

ね
」
と
、
日ひ

高だ
か

安や
す

子こ

さ
ん
は
「
菊

陽
に
交
流
会
で
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
よ
」
と
、
販
売
開
始
を
待
っ

て
い
る
間
、
菊
陽
の
魅
力
を
笑
顔

で
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
遠
く
離
れ
た
屋
久
島
町
の

人
た
ち
が
こ
ん
な
に
親
し
み
を

持
っ
て
接
し
て
く
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
に
は
、
菊
陽
と
屋
久

島
を
結
ん
だ
杉
の
歴
史
が
あ
り
ま

し
た
。

大
勢
の
人
が
訪
れ
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
る

鹿
児
島
県
屋
久
島
町
ふ
る
さ
と
産
業
祭
り
。

姉
妹
都
市
と
し
て
参
加
し
て
い
る
菊
陽
町
の
ブ
ー
ス
に
は

菊
陽
産
の
野
菜
を
求
め
、
多
く
の
人
が
集
い
ま
す
。

２
つ
の
町
は
、
共
通
す
る

「
杉
」
を
き
っ
か
け
に
結
ば
れ
ま
し
た
。

杉
と
菊
陽
の
物
語
を
ひ
も
解
い
て
い
く
と
、

町
と
町
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

私
た
ち
は
互
い
を
必
要
と
し
合
う
こ
と
で
、

も
っ
と
つ
な
が
り
合
っ
て
い
け
る
は
ず
で
す
。

私
た
ち
が
「
菊
陽
人
」
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
―
。

杉
と
菊
陽
の
物
語

杉と菊陽の物語

菊陽町の特産品を買うために、
大勢の人が列をなす。商品は
開始から15分であっという間
に完売するほど人気を見せた。
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肥
後
の
大
杉
並
木

　

杉
並
木
は
熊
本
市
の
竜
田
口
か

ら
大
津
の
方ほ
う

里り

ヶが

谷や（
現
堀ほ
り

ヶが

谷や

）

ま
で
約
20
㎞
の
長
さ
に
わ
た
っ
て

植
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
杉
並
木

の
景
観
に
感
動
し
た
幕
末
の
学

者
・
頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う

は
そ
の
美
し
さ
を
漢

詩
で
表
し
ま
し
た
。
こ
の
漢
詩
を

刻
ん
だ
詩
碑
は
杉
並
木
陸
橋
の
近

く
に
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
豊
後
街
道
に
杉
が
植
え
ら

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
説

に
は
加
藤
清
正
の
時
代
に
▼
城
を

修
復
す
る
と
き
の
資
材
を
確
保
す

る
た
め
▼
敵
が
攻
め
て
き
た
と
き

に
両
側
の
杉
を
伐
採
す
る
こ
と
で
、

交
通
を
遮
断
し
進
軍
を
防
ぐ
た
め

に
造
ら
れ
た
な
ど
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。　

　

現
存
の
杉
の
西
端
は
熊
本
市
の

黒
髪
６
丁
目
に
あ
り
ま
す
が
、
杉

並
木
と
し
て
形
が
見
ら
れ
る
の
は

武
蔵
塚
よ
り
東
側
で
、
三
里
木
か

ら
原
水
に
か
け
て
は
現
在
で
も
原

型
を
と
ど
め
、
杉
並
木
は
菊
陽
を

見
つ
め
て
い
ま
す
。

「
屋
久
杉
伝
説
」
を
現
実
に

　

か
つ
て
頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う

に
感
動
を
与
え

た
杉
並
木
も
、
明
治
維
新
後
は
枯

れ
た
り
乱
伐
さ
れ
た
り
と
い
ろ
ん

な
理
由
で
年
々
数
が
減
少
。
近
代

化
が
進
む
に
つ
れ
、
鉄
道
や
道
路

の
妨
げ
に
な
る
と
伐
採
さ
れ
た
例

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
、
先
人

か
ら
受
け
継
い
だ
杉
並
木
を
守
ろ

う
と
す
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。「
旧

豊
後
街
道
菊
陽
杉
並
木
保
存
会
」

で
す
。
同
会
の
代
表
で
あ
り
、
約

60
年
の
長
き
に
わ
た
り
杉
並
木
の

保
存
活
動
を
続
け
て
い
る
高た
か

木き

廣ひ
ろ

次
さ
ん（
入
道
水
）は
「
昔
は
伐
採

派
だ
っ
た
」
と
話
し
ま
す
。
し
か

し
先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
て

き
た
杉
並
木
を
守
る
た
め
に
活
動

菊陽町木「杉」
大地にしっかりと根を張り、
天に向かって伸びている姿は
町の将来像を表しています。

歴
史
あ
る
豊
後
街
道

　

豊
後
街
道
は
熊
本
か
ら
大
分
県

（
豊
後
国
）鶴
崎
を
結
ぶ
主
要
街
道

で
す
。加
藤
清
正
は
１
５
８
８（
天

正
16
）年
、
大
阪
か
ら
鶴
崎
に
着

港
し
豊
後
街
道
を
通
っ
て
熊
本
に

入
国
し
ま
し
た
。
清
正
は
鼻
ぐ
り

井
手
の
築
造
の
ほ
か
、
豊
後
街
道

の
道
幅
を
広
げ
る
な
ど
大
規
模
な

整
備
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

江
戸
時
代
の
街
道
は
、
路
面
維

持
や
雨
水
処
理
が
し
や
す
い
よ
う

豊
後
街
道
や
町
の
移
り
変
わ
り
を
見
守
り
続
け
て
き
た
杉
並
木
。

菊
陽
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
杉
」
は
そ
の
昔
、
加
藤
清
正
が

屋
久
島
か
ら
取
り
寄
せ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
し
た
。

言
い
伝
え
は
時
を
越
え
、
や
が
て
現
実
と
な
っ
た
の
で
す
。

に
、
人
馬
が
通
る
部
分
が
周
囲
よ

り
低
く
、
道
路
の
両
側
が
土
手
に

な
っ
て
い
て
凹お
う

道ど
う

と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
豊
後
街
道
の
う
ち
、
菊

陽
か
ら
大
津
に
走
る
「
大
津
街

道
」
も
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
ま

す
。
道
幅
は
、
道
路
面
で
も
30
〜

40
メ
ー
ト
ル
、
両
側
の
土
手
を
含

め
る
と
60
〜
80
メ
ー
ト
ル
に
も
な

り
ま
す
。
両
側
の
土
手
の
部
分
に

は
杉
が
植
え
ら
れ
、
そ
の
間
を
Ｊ

Ｒ
豊
肥
本
線
と
旧
国
道
57
号
が
並

ん
で
走
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
特

色
あ
る
優
れ
た
道
路
「
日
本
の
道

１
０
０
選
」
に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

旧豊後街道
菊陽杉並木保存会

高
たか

木
き

　廣
ひろ

次
つぐ

さん
（入道水）

私はもともと杉並木に対しては伐採派でした。台風が来ると杉が田畑
に倒れてきて、収穫間近の米や野菜をダメにしてしまうからです。杉
並木沿いの地区の住民たちと署名を集め、危険な杉を切ってもらうよ
うにと（旧）建設省九州地方建設局に掛け合ったこともありました。し
かし、杉並木保存会から協力を依頼され「杉は話せない。由緒ある杉
を守り、受け継いでいこう」と思い直し、「杉の代弁者」として杉並
木の保存・補植活動を行うようになったのです。菊陽町で一番大きかっ
た樹齢200年（推定）の「菊陽太郎」が台風で倒れたときは、幸いその
前に枝を挿し木して苗木を育てていたので、初代太郎の系統が断たれ
ることはありませんでした。同じ場所に２代目太郎を補植しています。
「菊陽太郎」のように、今後も保存活動を受け継いでいきたいです。

先
人
が
残
し
た
杉
並
木
の

素
晴
ら
し
さ
を

受
け
継
い
で
い
き
た
い

たえるつ
す
る
保
存
会
の
趣
旨
を
理
解
す
る

と
高
木
さ
ん
は
一
転
し
て
杉
並
木

の
保
存
に
情
熱
を
注
ぎ
ま
す
。「
郷

土
の
宝
を
守
り
続
け
る
こ
と
が

い
か
に
大
切
か
を
学
び
ま
し
た
」。

　

そ
の
思
い
は
町
民
の
間
に
も
広

が
り
ま
し
た
。
杉
並
木
の
面
影
が

薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
、「
こ
の

ま
ま
で
は
い
け
な
い
、
杉
並
木
を

保
存
し
よ
う
」
と
い
う
機
運
が
高

ま
り
、
地
域
住
民
や
関
係
機
関
が

一
体
と
な
っ
て
杉
並
木
再
生
に
取

り
か
か
り
ま
し
た
。
杉
並
木
の
杉

に
は
、
加
藤
清
正
が
屋
久
島
か
ら

取
り
寄
せ
植
え
た
と
す
る
「
屋
久

杉
伝
説
」
が
あ
り
ま
す
。「
整
備

す
る
な
ら
伝
説
ど
お
り
に
屋
久
杉

を
植
え
よ
う
」
と
、
１
９
８
６（
昭

和
61
）年
、
菊
陽
町
は
当
時
の
屋

久
町（
現
屋
久
島
町
）に
屋
久
杉
の

幼
杉
の
譲
り
渡
し
を
依
頼
し
ま
し

た
。
翌
年
、
屋
久
島
か
ら
取
り
寄

せ
た
屋
久
杉
を
植
樹
し
て
、
伝
説

は
現
実
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
町

の
人
の
思
い
を
一
つ
に
し
た
杉
並

木
は
「
町
の
宝
」
と
な
っ
た
の
で

す
。

　
「
町
の
宝
」
と
な
っ
た
杉
並
木

は
、
時
を
超
え
、
遠
く
離
れ
た
２

つ
の
町
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
も
そ
の

力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
こ
れ
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
菊
陽
町
と
屋

久
島
町
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
で

す
。

I N T E R V I E W

杉と菊陽の物語
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町
を
つ
な
い
だ
杉
の
縁

　

両
町
の
交
流
が
始
ま
っ
た
き
っ

か
け
は
、
屋
久
杉
が
植
え
ら
れ
た

と
さ
れ
る
旧
豊
後
街
道
菊
陽
杉
並

木
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
補
植

に
必
要
な
屋
久
杉
の
幼
杉
を
屋
久

町
に
依
頼
し
た
こ
と
で
し
た
。
昭

和
62
年
に
屋
久
町
か
ら
屋
久
杉
が

贈
ら
れ
、「
旧
豊
後
街
道
菊
陽
杉

並
木
第
１
回
植
樹
式
」
を
行
い
ま

し
た
。
そ
れ
以
降
、
始
め
は
職
員

研
修
や
行
政
視
察
を
行
う
な
ど
行

政
レ
ベ
ル
で
の
交
流
が
ス
タ
ー

ト
。
翌
年
の
第
１
回
菊
陽
町
農
業

祭
に
は
、
屋
久
町
か
ら
15
人
の
友

好
参
加
が
あ
り
、
特
産
品
の
販
売

菊
陽

屋
久
島

や
両
町
長
に
よ
る
記
念
植
樹
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
元
年

の
「
屋
久
町
町
制
30
周
年
記
念
式

典
・
屋
久
町
自
然
館
落
成
式
」
に

は
、
菊
陽
町
か
ら
８
人
が
参
加
し

菊
陽
産
の
野
菜
な
ど
を
販
売
し
ま

し
た
。

　

そ
の
後
も
互
い
の
交
流
は
活
発

に
続
き
、
交
流
の
輪
は
次
第
に
民

間
レ
ベ
ル
に
も
広
が
り
ま
す
。
官

民
双
方
の
交
流
を
重
ね
る
中
で
姉

妹
都
市
盟
約
に
向
け
て
の
機
運
が

高
ま
り
、
平
成
６
年
に
屋
久
町
と

姉
妹
都
市
盟
約
を
結
び
ま
し
た
。

平
成
20
年
に
屋
久
町
が
上
屋
久
町

と
合
併
し
屋
久
島
町
と
な
っ
て
か

ら
も
、
姉
妹
都
市
と
し
て
両
町
の

つ
な
が
り
は
続
い
て
い
ま
す
。

友
情
の
証
し

　

屋
久
町
と
の
姉
妹
都
市
盟
約
後
、

両
町
の
つ
な
が
り
は
よ
り
強
い
も

の
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
12
年
に

は
、
台
風
で
倒
れ
た
杉
並
木
の
補

植
用
に
屋
久
町
か
ら
苗
木
な
ど
約

１
５
０
本
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
植

栽
作
業
に
は
屋
久
町
の
職
員
も
参

加
し
、
杉
並
木
の
復
元
に
大
き
な

力
を
貸
し
て
く
れ
ま
し
た
。
同
時

に
菊
陽
杉
並
木
公
園
の
一
角
に
あ

る
「
屋
久
島
の
森
」
に
は
、
屋
久

島
に
自
生
す
る
樹
木
約
１
５
０
本

を
植
え
、
そ
の
記
念
と
し
て
「
世

界
自
然
遺
産
の
島
」
と
書
い
た
石

碑
を
設
置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
菊

陽
町
役
場
前
と
屋
久
島
町
の
屋
久

杉
の
館
ふ
れ
あ
い
広
場
に
は
同
じ

彫
刻
「
森
の
精
」
が
設
置
さ
れ
て

い
て
、
両
町
の
友
情
の
証
し
が
数

多
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
民
同
士
が
触
れ
合
う

　

毎
年
開
催
さ
れ
る
菊
陽
町
の
す

ぎ
な
み
フ
ェ
ス
タ
と
屋
久
島
町
の

菊陽町長

後
ご

藤
とう

　三
みつ

雄
お

屋久島町

荒
あら

木
き

　耕
こう

治
じ

町長

遠く離れた両町が、「杉の縁」で姉妹都市として友好を深めることが
できうれしく感じています。これまで町民の交流やイベントなどをと
おし、多くの方々が行き来しながら心触れ合う交流を重ねてきました。
離れていても両町には心のつながりがあると思います。このつながり
を今後もより一層深めていきたいと思います。

何千年も生き続けてきた『杉』が両町を結び付けてくれました。「姉
妹という契

ちぎり

の杯
さかずき

を交わした両町の絆は、杉の生
いのち

命のように、未来永劫
に途切れるはずもなく、またそうさせてはならない―」。先駆者が築
き上げたさまざまな交流を糧に、より一層踏み込んだお付き合いをさ
せていただきますよう、屋久島町民を代表してここに強く願います。

今日は菊陽町のいちごを目当てに、
孫と一緒に朝早くから産業祭に来
ました。買ったいちごでいちご大
福を作って、孫に食べさせたいと
思っています。

毎年すぎなみフェスタに家族で
参加しています。今年も屋久島
町特産のたんかんジュースを楽
しみにしています。甘くて子ど
もたちも大好きです。

清
きよ

原
はら

　文
あや
さん

　　　優
ゆ

月
づ
さん、心

み

優
ゆ
さん

菊陽町花「菊」屋久島町花「ヤクシマシャクナゲ」屋久島町木「屋久杉」 菊陽町鳥「ひばり」屋久島町鳥「ヤクシマコマドリ」

（大堀木）

安
あん

藤
どう

　美
み

智
ち

子
こ
さん

　　　奈
な

々
な

利
と
さん
（屋久島町）

INTERVIEW

INTERVIEW

産
業
祭
に
は
、
互
い
の
特
産
物
を

持
っ
て
応
援
に
駆
け
つ
け
る
の
が

恒
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
ぎ
な

み
フ
ェ
ス
タ
で
は
屋
久
島
特
産
の

た
ん
か
ん
ジ
ュ
ー
ス
や
焼
酎
な
ど

が
売
ら
れ
、
普
段
は
手
に
入
り
に

く
い
商
品
に
来
場
者
は
目
を
奪
わ

れ
手
を
伸
ば
し
ま
す
。

　

ま
た
、
婦
人
会
や
子
ど
も
た
ち

の
交
流
も
活
発
で
す
。
８
月
に
は

小
中
学
生
24
人
が
屋
久
島
町
交
流

会
に
参
加
し
ま
し
た
。
現
地
で
は

山
登
り
、
屋
久
島
町
の
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
魚
つ
り
や
海
水
浴
を

し
て
交
流
を
深
め
ま
し
た
。
菊
陽

北
小
５
年
の
佐さ

藤と
う

健た
け
るさ
ん
は
「
屋

久
島
町
は
い
ろ
ん
な
植
物
や
動
物

を
大
切
に
し
て
い
た
」
と
、
自
然

の
豊
か
さ
を
肌
で
感
じ
て
い
ま
し

た
。「
屋
久
島
町
か
ら
友
達
が
来

た
と
き
は
『
菊
陽
町
に
来
て
よ

か
っ
た
』
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
な
最
高
の
歓
迎
を
し
た
い
」
と

話
す
子
ど
も
も
い
ま
し
た
。

　

屋
久
島
町
と
の
友
情
は
、
ま
る

で
両
町
の
「
森
の
精
」
が
飛
び
交

い
運
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、
一

層
色
濃
く
な
っ
て
い
ま
す
。

な
が
る

つ

両町の絆は未来永劫―。

今後も心触れ合う交流を

杉と菊陽の物語

「
屋
久
杉
伝
説
」
が
取
り
持
つ
縁
で
つ
な
が
っ
た
菊
陽
町
と

屋
久
島
町
。
杉
を
き
っ
か
け
に
町
と
町
の
交
流
が
始

ま
り
、
人
と
人
も
交
流
を
始
め
ま
し
た
。
交
流
を
始
め
て

約
18
年
。
今
で
も
厚
い
友
情
が
育
ま
れ
て
い
ま
す
。

両町の
友情のシンボル
「森の精」

　熊本市の北東部に位置し、豊か
な自然環境に恵まれた地理・風土
の中にある。人口37,734人（22
年国調）。人口伸び率は県下１位。
総面積 37.57㎞2。特産である菊
陽にんじんは関東、中国地域など
各地に出荷中。

　鹿児島県本土から南方に約
60㎞の海上にある屋久島と口
永良部島の２島からなる。人
口 13,589人（22年国調）。総
面積は 540.98㎞2。平成５年
に日本初の「世界自然遺産」
に登録された自然豊かな町。
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INTERVIEW

紫
し

藤
とう

　英
えい

二
じ
さん

　　　和
かず

代
よ
さん
（南方）

岩
いわ

崎
さき

　元
もと

視
み
さん

（北新山）

グリーン（ゴーヤ）
カーテン菊陽会長

　遊び心から始めたゴーヤカーテンも、
今では町のあちこちで見られるようにな
りました。ゴーヤカーテンに取り組んで
いて一番に感じたことは、取り組んでい
る家族の仲が良いということです。そこ
から隣近所の付き合いも生まれ、人のつ
ながりもできました。
　ゴーヤの緑には人を和ませ、人をつな
げる力があると思います。人は機械ばか
りに向き合っていてはいけません。握手
をして人の温もりを感じたり、緑を感じ
ることも必要です。
　きっかけはゴーヤに限らずいろいろあ
ると思います。住民同士がつながりあ
えば、菊陽町は人と緑にやさしいまちに
なっていくと思います。

ゴーヤカーテンをとおして
人とのつながりができました

か
む
つ

杉と菊陽の物語

発
展
が
期
待
で
き
る

「
希
望
の
町
」

　　

菊
陽
杉
並
木
公
園
に
子
ど
も
を

遊
び
に
連
れ
て
来
て
い
た
坂さ
か

下し
た

紀の
り

子こ

さ
ん（
津
久
礼
ヶ
丘
）は
、
菊
陽

町
を
「
希
望
の
町
」
と
話
し
ま
す
。

そ
の
理
由
を
「
都
会
的
な
部
分
も

あ
れ
ば
緑
の
あ
る
風
景
も
あ
り
、

利
便
性
も
良
い
。
子
育
て
支
援
も

充
実
し
て
い
て
、
今
も
将
来
も
発

展
が
期
待
で
き
る
町
」
と
坂
下
さ

ん
は
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
環

境
が
、
坂
下
さ
ん
を
菊
陽
町
に
引

菊
陽
町
に
は
新
し
く
転
入
す
る
人
を
引
き
寄
せ
る
「
引
力
」
と

訪
れ
た
人
や
昔
か
ら
住
ん
で
い
る
人
を
定
住
さ
せ
る
「
魅
力
」
が
あ
り
ま
す
。

急
速
な
発
展
の
一
方
で
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
菊
陽
の
ま
ち
づ
く
り
。

人
々
の
心
を
つ
か
む
ま
ち
づ
く
り
に
は
、
菊
陽
町
の
さ
ら
な
る
発
展
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

き
寄
せ
た
「
引
力
」
で
あ
り
、
定

住
し
て
い
る
「
魅
力
」
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

菊
陽
村
が
誕
生
し
た
昭
和
30
年
、

こ
の
辺
り
は
純
農
村
地
帯
で
人
口

も
約
１
万
２
千
人
ほ
ど
で
し
た
。

開
発
が
進
ん
だ
昭
和
50
年
頃
か
ら
、

人
口
は
大
幅
な
増
加
を
見
せ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
10
年
間
で
は
約

９
千
３
百
人
も
の
人
が
増
え
ま
し

た
。
平
成
22
年
に
行
わ
れ
た
国
勢

調
査
で
は
県
下
一
の
人
口
増
加
率

で
、
全
国
で
も
４
番
目
と
い
う
高

い
値
を
示
し
ま
し
た
。
十
数
年
で

人
口
が
急
増
し
、
急
速
な
発
展
を

遂
げ
た
の
は
、
▼
菊
陽
バ
イ
パ
ス

沿
い
や
光
の
森
の
土
地
区
画
整
理

事
業
▼
下
水
道
な
ど
生
活
基
盤
の

整
備
▼
世
界
的
企
業
の
立
地
▼
大

型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
進

出
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
要
因
が
組
み

合
わ
さ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

心
を
つ
か
む
ま
ち
づ
く
り

　

大
幅
に
人
口
が
増
加
し
、
急
速

に
発
展
し
た
一
方
で
、
菊
陽
町
で

は
、
こ
の
場
所
に
昔
か
ら
住
ん
で

い
る
人
と
新
た
に
転
入
し
て
く
る

人
を
つ
な
ぐ
新
た
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ゴ
ー
ヤ
カ
ー
テ
ン
の
取
り

組
み
も
そ
の
一
つ
で
す
。
紫し

藤と
う

英え
い

二じ

さ
ん
・
和か
ず

代よ

さ
ん
夫
妻（
南
方
）

が
中
心
と
な
っ
て
始
ま
っ
た
ゴ
ー

ヤ
カ
ー
テ
ン
は
、
今
や
町
の
い
た

る
と
こ
ろ
で
見
か
け
る
よ
う
に
な

昨年からゴーヤカーテンに取り
組んでいます。植え方のコツを
教えたり、手作りの肥料を分け
たり、実ったゴーヤを配ったり
もして、おかげで近所とはとて
も仲良くしています。

り
ま
し
た
。
昨
年
に
は
住
民
有
志

で
「
グ
リ
ー
ン（
ゴ
ー
ヤ
）カ
ー
テ

ン
菊
陽
」
を
立
ち
上
げ
、
町
民
セ

ン
タ
ー
や
小
学
校
で
出
前
講
座
を

行
い
、
緑
の
大
切
さ
や
環
境
問
題

な
ど
に
つ
い
て
も
話
を
し
て
い
ま

す
。

　

紫
藤
さ
ん
は
「
菊
陽
町
に
は
都

市
化
し
て
い
る
地
域
と
緑
豊
か
な

地
域
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
夢

は
、
ゴ
ー
ヤ
を
と
お
し
て
住
民
同

士
が
顔
の
見
え
る
付
き
合
い
を
す

る
こ
と
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
さ

ら
に
「
例
え
ば
、
農
村
部
で
収
穫

し
た
農
産
物
を
都
市
部
で
地
産
地

消
し
て
も
ら
う
な
ど
、
お
互
い
が

必
要
と
し
合
っ
て
交
流
を
深
め
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
、

ゴ
ー
ヤ
カ
ー
テ
ン
は
地
域
の
核
に

な
り
得
ま
す
。
そ
こ
で
で
き
た
小

さ
な
集
ま
り
が
や
が
て
町
中
に
広

が
っ
て
い
く
と
、
町
が
一
つ
に

な
っ
て
さ
ら
に
よ
り
良
い
活
気
の

あ
る
町
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま

す
」
と
力
を
込
め
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
地
域
で
は
住
民
同

士
が
町
の
魅
力
を
再
発
見
し
、
町

内
へ
広
め
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
住
民
間
で
も
、
お
互
い
の
心

を
つ
か
む
ま
ち
づ
く
り
の
輪
は
、

ゴ
ー
ヤ
カ
ー
テ
ン
の
成
長
と
共
に

確
実
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ゴ
ー

ヤ
カ
ー
テ
ン
の
よ
う
に
、
人
が
つ

な
が
り
、
町
が
一
つ
に
な
る
新
た

な
取
り
組
み
が
、
菊
陽
町
の
さ
ら

な
る
発
展
を
後
押
し
し
て
く
れ
る

は
ず
で
す
。
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む
ぐ
つ杉と菊陽の物語

町
内
に
は
、
菊
陽
杉
並
木
公
園
、

す
ぎ
な
み
フ
ェ
ス
タ
、
杉
並

木
陸
橋
な
ど
、「
杉
」
の

名
前
が
入
っ
た
イ
ベ

ン
ト
や
施
設
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
杉
は
私

た
ち
に
と

て
も
馴

染
みの

深
い
も
の
で
あ
り
、
菊
陽
町
と
杉

は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
す
。
杉

が
あ
る
か
ら
菊
陽
町
な
の
か
、
菊

陽
町
だ
か
ら
杉
な
の
か
、
こ
の
関

係
は
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
り
、

相
乗
効
果
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

互
い
を
必
要
と
す
る
町

　

杉
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
を
持
っ

た
菊
陽
町
と
屋
久
島
町
。
町
同
士

を
つ
な
げ
た
杉
は
人
と
人
を
も
つ

な
げ
ま
し
た
。

　

菊
陽
町
の
中
で
も
ゴ
ー
ヤ
カ
ー

テ
ン
に
よ
っ
て
住
民
同
士
の
つ
な

が
り
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

「
ま
ず
は
少
人
数
の
集
ま
り
で
も

い
い
。
信
頼
し
合
え
れ
ば
お
の
ず

と
人
の
つ
な
が
り
も
で
き
て
き

ま
す
」
と
話
す
紫
藤
さ
ん
夫

妻
。
ゴ
ー
ヤ
カ
ー
テ
ン

に
限
ら
ず
私
た
ち
が
そ

の
き
っ
か
け
に
気
が
付
け
ば
、

屋
久
島
町
と
の
つ
な
が
り
の
よ
う

な
も
の
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

物
語
は
伝
説
に

　

杉
並
木
を
き
っ
か
け
に
菊
陽
町

に
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
加
藤
清
正
の
屋
久
杉
伝
説
、

杉
並
木
の
雄
大
で
美
し
い
景
観
、

杉
並
木
衰
退
後
の
補
植
活
動
、
屋

久
島
町
と
の
交
流
、
そ
し
て
姉
妹

都
市
盟
約
―
。
こ
れ
ら
の
物
語
が

あ
っ
て
こ
そ
、
今
の
菊
陽
町
が
形

づ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

１
０
０
年
後
、
杉
並
木
や
町
の

歴
史
は
ど
の
よ
う
に
語
り
継
が
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち

が
昔
の
物
語
を
つ
む
い
で
現
在
そ

し
て
未
来
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
、
１
０
０
年
後

の
未
来
も
き
っ
と
、
そ
の
先
の
未

来
に
向
か
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
物
語
が
あ
る
は
ず
で
す
。
い

つ
で
も
未
来
は
現
在
の
延
長
線
上

に
あ
り
ま
す
。
今
を
大
切
に
生
き
、

伝
え
て
い
く
必
要
が
私
た
ち
に
は

あ
る
の
で
す
。

　

物
語
を
つ
む
い
で
い
け
ば
、
私

た
ち
が
今
語
り
継
い
で
い
る
も
の

は
伝
説
と
い
え
る
く
ら
い
、
長
く

未
来
に
つ
な
い
で
い
け
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

杉
と
菊
陽
町

　

町
木
に
制
定
さ
れ
て
い
る
杉
は
、

天
に
向
か
っ
て
真
っ
直
ぐ
に
伸
び

る
町
の
将
来
像
を
表
し
て
い
ま
す
。
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菊
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史

●
４
０
０
年
を
経
た
大
津
街
道
杉
並
木

菊
陽
人
の
道
し
る
べ

　

菊
陽
町
と
屋
久
島
町
、
菊
陽
町

の
東
と
西
、
昔
の
伝
説
を
実
現
し

た
現い

在ま

―
。
こ
れ
ら
を
つ
な
い
だ

杉
は
、
人
と
人
と
を
つ
な
い
で
い

ま
す
。
杉
並
木
は
過
去
か
ら
現
在
、

そ
し
て
未
来
へ
と
歩
む
菊
陽
人
の

道
し
る
べ
で
す
。
菊
陽
に
住
み
、

菊
陽
で
暮
ら
し
、
菊
陽
と
共
に
生

き
た
人
の
数
だ
け
つ
む
い
だ
物
語

が
あ
る
―
。
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の

ハ
ー
ド
面
を
整
備
し
た
後
は
、
私

た
ち
の
ハ
ー
ト
を
つ
な
げ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
町
を

単
な
る
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
は
な
く
、

人
が
暮
ら
し
、
人
生
を
根
付
か
せ

る
ラ
イ
フ
タ
ウ
ン（
生
活
都
市
）へ

と
高
め
ま
す
。

　

菊
陽
と
杉
が
つ
く
っ
て
き
た
物

語
は
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。
私

た
ち
は
こ
の
物
語
を
つ
む
ぎ
、
未

来
に
向
か
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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と
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物
語
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完
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