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高
千
穂
と
波
野
を
結
ぶ
路
線
、
新
し
く
開

通
し
た
野
尻
へ
の
道
を
左
折
す
る
。
眼
前
に

祖
母
の
山
々
が
顔
を
出
し
、
真
新
し
く
舗
装

さ
れ
た
道
路
を
走
る
。

片
山
よ
り
下
る
道
と
合
流
し
、
古
沢
翁
の

胸
像
を
望
み
か
つ
て
は
車
を
走
ら
せ
て
い
た

が
、
今
は
そ
の
先
を
右
折
す
る
。
昼
尚
暗
き

箇
所
を
過
ぎ
る
と
、
や
が
て
胡
桃
原
へ
と
至

る
。
二
軒
あ
る
だ
ろ
う
か
山
間
に
佇
む
家
の

前
へ
車
を
入
れ
る
。
以
前
に
此
処
出
身
の
レ

コ
ー
ド
歌
手
が
い
て
、
祭
り
か
何
か
に
出
演

さ
れ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
事
を
思

い
車
を
走
ら
せ
る
と
、
大
野
川
の
緩
や
か
な

流
れ
を
跨
ぎ
野
尻
川
上
神
社
が
見
え
て
き
ま

す
。こ

の
古
き
お
宮
の
宝
物
と
し
て
、
菊
池
千

本
槍
が
奉
納
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

菊
池
一
族
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
宝
物

で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
此
処
に
あ
る
の
か
、

そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
族
が
こ
の
地
に
移

り
住
ん
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

菊
池
家
滅
亡
の
最
大
の
要
因
と
し
て
、
兄

弟
仲
の
悪
さ
よ
り
、
片
方
は
甲
斐
の
国
へ
逃

れ
ま
す
。
や
が
て
お
家
再
興
と
し
て
甲
斐
の

国
に
よ
り
帰
り
ま
す
が
、
は
た
せ
ず
菊
池
一

族
は
甲
斐
姓
を
名
乗
り
御
船
よ
り
草
部
・
野

尻
に
居
を
構
え
今
日
に
い
た
り
ま
す
。
こ
の

野
尻
川
上
神
社
に
残
る
槍
は
、
ま
さ
に
そ
れ

を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
り
、
菊
池
・
甲
斐
家

一
族
の
証
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

初
秋
の
頃
、
境
内
に
あ
る
樹
齢
三
百
余
年

だ
と
云
わ
れ
る
銀
杏
の
大
樹
の
下
で
、
秋
祭

り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
隣
県
大
分
よ
り
も
た

ら
さ
れ
た
、
古
式
ゆ
か
し
く
、
子
供
達
の
掛

け
声
に
よ
り
始
ま
り
、
大
人
ま
で
参
加
す
る

勇
壮
で
素
朴
な
獅
子
舞
が
舞
わ
れ
ま
す
。
そ

の
舞
は
獅
子
と
子
供
達
二
手
と
な
り
舞
わ
れ

ま
す
。
指
揮
者
の
拍
子
木
の
音
こ
そ
が
、
重

要
な
舞
を
決
定
し
ま
す
。
ど
こ
か
哀
愁
を
お

び
私
達
の
心
に
染
み
入
る
こ
の
獅
子
舞
は
、

多
く
の
人
達
で
近
年
ま
で
大
変
な
賑
わ
い
で

し
た
。
や
が
て
そ
の
獅
子
舞
は
太
鼓
を
鳴
ら

し
町
中
央
の
お
仮
屋
へ
と
移
動
し
ま
す
。

獅
子
舞
は
初
期
の
江
戸
時
代
、
中
国
福
建

よ
り
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
想
像
上
の

獅
子
が
舞
い
上
が
る
勇
壮
な
姿
を
テ
レ
ビ
等

で
見
ら
れ
た
事
で
し
ょ
う
。
し
か
し
此
処
で

い
う
獅
子
舞
の
獅
子
は
違
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
本
来
獅
子
は
百
獣
の
王
と
し
て
登
場

し
ま
す
が
、
農
耕
祭
事
に
ま
つ
わ
り
自
ら
の

祭
り
事
と
し
た
、
現
存
す
る
動
物
「
猪
」
追

い
の
祭
り
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

野
尻
川
上
神
社
に
は
、「
河
童
」
だ
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
「
河
童
の
手
」
が
保
存
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
は
ま
だ
正
確
な
見
解
は
出
て
お
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
天
候
の
い
い
昼
下
が
り
、

神
社
の
前
を
流
れ
る
こ
の
川
に
「
河
童
」
の

遊
び
を
想
像
す
る
。
そ
れ
は
一
番
似
合
っ
て

い
る
風
景
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

野
尻
川
上
神
社
を
過
ぎ
、
津
留
に
入
り
ま

す
。旧

野
尻
小
学
校
の
跡
地
に
、
朋
遊
館
と
役

場
の
出
張
所
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
農

協
・
郵
便
局
と
か
つ
て
は
大
分
・
宮
崎
両
県

か
ら
の
お
客
様
で
も
賑
わ
っ
て
い
た
商
店
街

が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
津
留
」
の
地
名
は
「
鶴
」
と
同
意

に
使
わ
れ
ま
す
。
本
町
内
に
あ
る
も
う
一
つ

の
地
名
「
津
留
」
も
、
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

豊
か
な
河
川
の
恩
恵
に
与
る
か
ら
来
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
災
害
と
深
い
関
係
に

あ
り
ま
す
。
川
が
急
カ
ー
ブ
し
氾
濫
し
や
す

い
場
所
に
は
「
鶴
」
の
付
く
地
名
が
多
く
、

私
の
自
宅
裏
手
は
「
し
た
ん
鶴
」
と
言
い
ま

す
。
色
見
川
が
大
き
く
蛇
行
し
河
川
工
事
が

終
わ
る
ま
で
は
何
度
と
な
く
氾
濫
し
ま
し
た
。

恩
恵
と
う
ら
は
ら
に
、
幾
度
と
な
く
繰
り

返
さ
れ
た
災
害
。
地
名
を
防
災
に
活
か
し
た

い
も
の
で
す
。
素
晴
ら
し
き
自
然
・
野
尻
。

そ
の
深
き
懐
に
入
り
ま
す
。

▲野尻川上神社


