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先住民族ぱかりではないが、古い時代の人達は旅をする

にしても道路らしい道路がなかつたので、 なるべく高い所

高い所と選んで歩いたのでたいていの山の峰を通つたらし

い。次には山の中腹を通り、近世になつて山麓を開き通る

ようになつたのである。 今の山根街道と言うのがそれであ

る0 

山岳宗教の代表のような修験者等が山から山へとわたり

歩いたことはいろいろの文献に出ていることでも解るが、 

この中山山脈に足跡を遺したとはじめて文献に表れたのは

役の行者が日本海の海岸沿し寸こ船で北上し、 国末の石化崎

に上陸したのが大宝元年 6月31日（一説には 9月10日）だ

とあるが、記録としてはー番古いものではないでしようか

それは今から1263年前のことである0 

坂上田村麿将軍が勅命を受けてエゾ征伐“1こ来たのは延暦

の中頃で、同じく23年に再び征夷大将軍となつている0 

エゾを鎮圧した田村麿将軍は戦後の宣撫工作として多く

の寺院や神社を建立したとある。 これが即ち津軽三千坊な

のである。三千坊とは寺の数が三千軒建立されたというの

ではない。 たくさんの寺を建て彼等王化に浴しない原住

民に神や仏の道を説き、 神仏のとがめの恐ろしさを教える

とI、文化の低い彼等は神仏のとがめを恐れて謀叛等の反抗

心を起さないようにするためであつたと思われる。 

しかし一方彼等が反乱でも起そうものなら三千坊の僧共

は直ちに念珠持つ手に兵器を携さえて早速討伐に向う僧兵

であつたのである。 
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本
格
的
第

一
歩
を
 

産
業
開
発
道

路
 

津
軽
半
島
縦
貫
産
業
開
発
道
路

が
実
現
の
あ
か
つ
き
に
は
五
所

川
原
市
が
津
軽
半
島
部
広
域
経

済
圏
の
拠
点
と
な
る
こ
と
は
疑

う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

こ
れ
は
単
に
五
所
川
原
市
の

み
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
津

軽
半
島
全
域
の
生
命
線
と
し
て

推
し
進
め
る
べ
き
問
題
で
あ
り

ま
す
。
 

そ
こ
で
さ
る
七
月
十
九
日
に

は
田
沢
代
議
士
、
外
川
県
議
を

は
じ
め
営
林
局
、
県
係
員
ら

一

行
が
現
地
視
察
を
お
こ
な
い
そ

の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
を

お
こ
な
い
、
つ
い
で
七
月
二
十

二
日
に
は
津
島
農
林
政
務
次
官
 

視
察
同
行

者
 

外
川
県
議
、
青
森
営
林
局
土
木

課
山
口
企
画
係
長
、
県
企
画
課

三
橋
農
林
水
産
班
長
、
同
中
村

技
師
、
林
務
課
今
林
道
係
長
、
 

同
杉
村
技
師
、
失
野
五
農
高
校

長
、
同
大
久
保
教
頭
、
渋
谷
市

青
協
会
長
、
市
か
ら
は
佐
々
木

市
長
は
じ
め
木
村
農
林
商
工
課

長
、
長
内
企
画
調
整
室
長
ら
係

員
が
同
行
。
 

は
じ
め
営
林
局
、
県
関
係
課
長

ら
に
集
ま
つ
て
い
た
だ
き
そ
の

重
要
性
、
今
後
の
進
め
方
に
つ

い
て
の
座
談
会
を
開
き
、
い
よ

い
よ
本
格
的
な
第
一
歩
を
踏
み

出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

道
路
を
通

す
に
し
て

も
ブ
ル
ト
 

ー
ザ
ー
が

果
し
て
の

ぼ
つ
て
開

発
作
業
が

可
能
な
の

か
ど
か
う

と
い
う
点

に
つ
い
て

さ
る
七
 

一
 

月
十
九
日
 

一ー
 
田
沢
代

議

士
を
は
じ
め
関
係
者
が
現
地
を

視
察
し
ま
し
た
。
 

午
前
十
時
前
田
野
目

マ
リ
の

沢
林
道
か
ら
入
り
釈
迦
堂
山
ー
 

発
珠
山
ー
松
倉
神
社
の
コ
ー
ス

を
視
察
し
営
林
局
お
よ
び
県
係

官
の
専
門
的
な
意
見
な
ど
あ
つ

て
午
後
一
時
下
山
し
ま
し
た
。
 

田
沢

代
議

士
談
 

今
ま
で
の
構
造
改
善
、
開
発

計
画
と
い
う
も
の
は
従
来
の
も

の
に
対
す
る
積
み
重
ね
で
あ
り

造
成
基
盤
が
旧
態
依
然
と
し
て

変
ら
な
い
た
め
そ
こ
か
ら
は
画

期
的
な
効
果
が
生
ま
れ
て
こ
な

い
。
し
た
が
つ
て
現
在
は
日
本

列
島
そ
の
も
の
の
構
造
改
善
が

強
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
つ
て
き
て
い
る
。
 

国
土
縦
貫
道
路
、
東
北
高
速

縦
貫
道
路
な
ど
も
そ
れ
か
ら
き

て
い
る
も
の
で
こ
の
津
軽
半
島

産
業
開
発
道
路
も
そ
れ
に
結
び

つ
く
も
の
と
し
て
小
さ
な
部
分

で
は
あ
る
が
日
本
列
島
構
造
改

善
の
一
端
で
あ
り
ま
す
。
私
も

で
き
る
限
り
軌
道
に
の
せ
る
よ
 
 

う
努
力
し
ま
す
。
 

津
島
次
官

を
 

囲
み
座
談
会
 

こ
の
産
業
開
発
道
路
の
貫
通
に

よ
つ
て
津
軽
半
島
が
少
な
く
と

も
県
平
均
の
経
済
水
準
に
た
ど

り
つ
き
、
ひ
い
て
は
国
の
経
済

成
長
に
追
い
つ
く
契
機
を
つ
く

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
 
ま
た
今
後
こ
れ
を
実
現
す

る
た
め
の
推
し
進
め
方
に
つ
い

て
、
さ
る
七
月
二
十
二
日
、
青

森
市
に
お
い
て
津
島
農
林
政
務

次
官
を
囲
み
8
ミ
リ
お
よ
び
カ

ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
の
映
写
を
み
な

が
ら
語
り
あ
い
ま
し
た
。
 

座
談
会
の
内
容
は
二
面
に
掲
載

し
ま
し
た
。
 

田沢代議士 

を視察 
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処
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
県
と

し
て
は
、
こ
の
縦
貫
道
路
に
よ

つ
て
津
軽
半
島
の
地
域
産
業
が

ど
の
よ
う
に
経
営
改
善
さ
れ
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的

に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
プ
ラ
ス
の
面
が
ど
の
点
に

あ
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
確

固
た
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
 

県
が
整
備
さ
れ
た
資
料
に
基

い
た
計
画
を
樹
て
、
県
の
企
画

と
し
て
全
面
的
に
力
を
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

私
は
今
ま
で
か
な
り
高
い
山

だ
と
の
印
象
を
持
つ
て
た
の
で

す
が
、
い
ま
写
真
で
み
る
と
丘

と
い
う
感
じ
で
す
。
岩
木
、
八

甲
田
の
山
麓
に
し
て
も
四
百
か

ら
六
百
米
の
地
帯
の
開
発
は
普

通
で
あ
り
、
こ
の
山
も
耕
地
と

し
て
も
充
分
可
能
で
あ
る
。
 

黒
和
牛
の
飼
育
に
適
し
て
い

る
の
で
今
後
そ
う
い
う
方
面
の

発
展
が
期
待
で
き
る
。
 

今
後
の
調
査
に
つ
い
て
も
、
 

あ
く
ま
で
産
業
開
発
と
い
う
も

の
が
主
体
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
経
済
効
果
を
調
査
す
ぺ
き
で

あ
る
。
観
光
と
い
う
も
の
は
附

加
的
に
出
て
く
る
も
の
で
目
的

の
主
体
で
は
な
い
。
 

私
も
こ
れ
の
実
現
に
で
き
る
限

り
の
力
を
尽
く
し
ま
す
が
国
、
 
 

県
、
市
町
村
が
協
力
し
て
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

営
林
局
土
木
課
長
 

現
在
は
だ
ん
だ
ん
高
い
地
形
に

道
路
が
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
 

営
林
局
と
し
て
も
や
ら
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
工
事
が
山
積
し

て
い
る
の
で
、
や
る
と
し
て
も

い
つ
や
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
は
つ
き
り
申
上
げ

ら
れ
な
い
。
計
画
書
に
は
、
も

つ
と
抽
象
的
な
も
の
の
み
で
な

く
、
実
質
的
な
経
済
効
果
の
調

書
を
ほ
し
い
と
思
つ
て
い
る
経

営
計
画
の
編
成
期
ま
で
に
、
そ

う
し
た
調
書
が
で
き
れ
ば
、
そ

の
時
点
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
で

し
よ
う
。
 

局
と
し
て
も
、
県
の
協
力
を

得
て
一
応
は
調
査
を
し
て
み
る

つ
も
り
で
い
る
が
、
こ
う
し
た

人
事
業
に
な
る
と
、
採
算
が
と

れ
れ
ば
問
題
な
い
が
、
経
済
性

の
面
か
ら
果
し
て
ど
う
な
る
か
 
 

充
分
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

県

農

林
部
次
長
 

こ
の
産
業
開
発
道
路
の
進
め
方

と
し
て
は
、
や
は
り
最
初
は
林

道
と
し
て
持
つ
て
い
き
、
そ
の

後
の
効
果
に
よ
つ
て
産
業
開
発

道
路
に
き
り
か
え
る
と
い
う
方

式
に
な
る
の
が
至
当
で
あ
る
と

思
う
。
 

県

企
画
課
長
 

津
軽
半
島
地
域
は
県
内
で
も
比

較
的
所
得
水
準
が
低
く
、
交
通

産
業
等
の
、
立
地
条
件
に
恵
ま

れ
て
い
な
い
地
域
で
あ
る
。
 

幸
い
近
い
将
来
に
お
い
て
青

函
ト
ン
ネ
ル
の
着
工
が
実
現
可

能
と
い
わ
れ
て
お
り
、
同
地
域

の
開
発
に
明
る
い
見
と
お
し
が

得
ら
れ
る
の
で
、
県
と
し
て
も

三
十
八
年
度
か
ら
三
十
九
年
度

ま
で
二
年
で
現
状
を
調
査
し
、
 

そ
の
結
果
に
基
い
て
総
合
開
発

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
つ

て
い
る
。
 

五

農

高
校
長
 

先
日
見
た
と
こ
ろ
で
は
．
牛
は

結
構
飼
育
で
き
る
状
態
で
す
。
 

五
 
農
高
校
 

大

久
保
教

頭
 

む
か
し
今
別
か
ら
金
木
、
青
森

へ
つ
な
ぐ
森
林
軌
道
が
あ
つ
た

筈
で
あ
る
。
あ
れ
は
た
し
か
大

正
十
一
年
に
施
設
さ
れ
た
と
記
 

一
  
座
談
会
出
席

者

一
 

（
順
 
不
同

』
 

津
島
農
林
政
務
次
官
 

青
森
営
林
局
本
間
土
木
課
長
 

同
土
木
課
山
口
企
画
係
長
 

県
農
林
部
竹
内
次
長
 

県
企
画
部
照
井
開
発
課
長
 

同
山
田
企
画
課
長
 

同
須
藤
調
整
課
長
 

水
産
商
工
労
働
部
樋
口
観
光
課
 

長
 

県
林
務
課
今
林
道
係
長
 

県
企
画
課
三
橋
農
林
水
産
班
長
 

矢
野
五
農
高
校
長
 

大
久
保
五
農
高
校
教
頭
 

（
市側
出
席
者
）
 

佐
々
木
市
長
 

岩
舘
助
役
 

長
内
企
画
調
整
室
長
 

阿
部
同
室
主
任
 
 

憶
し
て
い
る
。
 

あ
の
当
時
あ
れ
た
け
施
設
を

し
て
も
採
算
が
と
れ
た
の
だ
か

ら
装
備
の
整
つ
た
現
在
で
は
充

分
採
算
が
と
れ

る
と
思
う
。
あ

の
山
脈
に
は
現
在
ヒ
パ
だ
け
で

も
四
千
万
石
は
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
。
 

名
 

称
 

を
 

津
軽

林
道
に
 

こ
の
と
き
の
座
談
会
で

ハ
イ
キ

ン
グ

コ
ー
ス
は
現
在
の
ま
ま
ハ

イ
ラ
イ
ン
で
よ
い
け
れ
ど
も
全

般
を
ハ
イ
ラ
イ
ン
と
い
う
の
は

観
光
的
色
彩
が
強
過
ぎ
、
中
山

と
い
う
名
称
は
金
木
以
北
で
は

ほ
ど
ん
と
知
ら
れ
て
い
な
い
し

産
業
開
発
道
路
は
終
局
の
目
的

で
は
あ
る
が
、
現
段
階
は
国
有

林
の
森
林
資
源

開
発
が
第
一
段

階
の
意
義
を
し
め
る
も
の
と
し

て
、
弘
西
林
道
に
対
応
し
、
全

国
的
に
名
前
が
通
る
津
軽
林
道

開
発
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
 

五
所
川
原

ま
つ
り
 

行
事

き
ま
る
 

商
工
会
議
所
主
催
の
五
所
川
原

ま
つ
り
は
、
こ
と
し
も
八
月
四

日
か
ら
七
日
ま
で
四
日
間
お
こ

な
わ
れ
ま
す
が
会
期
中
の
行
事

が
こ
の
ほ
ど
決
定
し
ま
し
た
。
 

〇
 
四
 
日
 
（日
）
 

花
 
火
 
大
 
会
 

（
午
後
七
時
、
岩
木
河
畔
）
 

〇日
（
月
）
 

五
所
川
原
お
ど
り
（
午
前
九
時
）
 

仮
 
装
 
行
 

列
（
午
前
十時
）
 

曲

店
ね
 
ぶ
 
た
（
午
後
六
時
）
 

ね
 
ぶ
 

た
（
午
後
八時
）
 

ス
ク
ェ
ア
ダ
ン
ス
 
（
午
後
七時

中
央
公
民
舘
）
 

〇

日
 
（
火
）
 

西
北
五
高
中
小
学
校
野
外
演
炎

会
（
午
前
十
時
北
斗
グ

ラ
ン
ド
）
 

部
落
対
抗
駅
伝
 
（
午
後
一
時
）
 

子
供
 
み
こ
し
 

（
午
前
十時
）
 

お
ど
り

山
車
 

（午
前
十
時
）
 

山
羊
品
評

会
 
（
午
前
九
時
）
 

商
店
ね
ぶ

た
 
（
午
後
六
時
）
 

ね
 
ぷ
 

た
 
（
午
後
八
時
）
 

〇

日
（
水
）
 

西
北
五
中
学
校
相
撲
大
会
 

（
午
前
九時
）
 

お
ど
り
山
車
 

（
午
前
十
時
）
 

子
供
み

こ
し
 
（
午
前
十
時
）
 

商
店
ね
ぷ

た
 
（
午
前
十
時
）
 

‘
ね
 
ぶ
 
た
 

（
午
前
十
時
）
 

べ
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‘
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/
 と

も
す

れ
ば
、
 

尋臨
汽
湾
 

難
 
を
起
し
 

、
 

易
い
季
 

節
で
も
あ
り
ま
す
。
遠
く
は
帝

国
ホ
テ
ル
や
富
士
ホ
テ
ル
の
集

団
赤
痢
や
、
近
く
は
青
森
市
に

発
生
し
た
腸
チ
フ
ス
、
赤
痢
等

伝
染
病
多
発
の
傾
向
は
だ
ん
だ

ん
身
近
に
追
つ
て
く
る
様
な
気

も
し
ま
す
。
 

こ
の
四
月
か
ら
七
月
中
旬
に
 

ほ
と
ん
ど
十
日
位
の
短
期
聞
の

も
の
が
大
部
分
で
、
中
に
二
名

程

ー
ケ
月
に
お
よ
ん
だ
長
期
間

の
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
 

こ
の
二
名
の
赤
痢
菌
は
他
の

人
々
の
赤
痢
菌
と
ち
が
つ
て
い

ろ
い
ろ
薬
に
抵
抗
を
も
つ
て
い

て
、
特
別
な
薬
で
な
い
と
効
か

な
く
な
つ
て
い
た
の
で
す

（
耐

性
が
つ
い
た
と
云
う
）
耐
性
菌

に
な
つ
た
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
す
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る

の
は
い
ろ
い
ろ
な
薬
を
自
分
で

適
当
に
使
用
し
た
た
め
で
あ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
 

ク
腹
こ
わ
し
ク
を
起
し
た
ら

す
ぐ
医
者
に
相
談
し
て
投
薬
を

し
て
も
ら
い
、
耐
性
菌
を
作
ら

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
 

西
北

中
央

病
院

第

一
一内
科
 

分
院
長
 

安
 

保
 

順
 
一
 

い
よ
い
よ
夏
休
み
 
か

け
て
敷
島
分
院
で
あ
つ
か
つ
 

シ
ー
ズ
ン
で
す
o
 

た
赤
痢
患
者
は
約
二
十
名
前
後
 

暑
さ
と
と
も
に
、
 

で
あ
り
ま
す
が
、
入
院
日
数
は
 

『
腹

こ
わ
し

』
は
す
ぐ
医

者
に
 

氷
水
、
7
イ
ス
ク

リ
ー
ム
等
の
需
要

も
増
え
、
寝
冷
す

る
回
数
も
多
く
な

り
ま
す
。
 

一
 

夏
 
体
 
み
 
は
 

規
律

正
し

い

生
活
を
 

ス
 

ユ
 

ー
 
ー
 

政
 

市
 

今
月
末
か
ら
市
内
の
各
学
校
が

夏
休
み
に
は
い
り
ま
す
。
 

夏
休
み
は
児
童
生
徒
の
心
身

の
休
養
と
健
康
の
増
進
を
は
か

る
た
め
に
も
う
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
期
間
を
ク
家
庭
の

一
員
と
し
て
の
経
験
や
理
解
を

ふ
か
め
る
ク
ク
自
主
性
の
伸
長

と
社
会
性
の
育
成
ク
と
い
う
こ

と
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
 

こ
れ
に
は
児
喧
生
徒
が
休
暇

中
の
生
活
計
画
を
自
主
的
に
立

て
る
よ
う
に
し
、
規
律
的
な
生

活
態
度
や
慣
習
の
育
を

つ
と

め
る
こ
と
が
重
要
と
思
わ
れ
ま

す
。
 

家
庭
学
習
は
負
担
過
重
に
な

ら
ぬ
よ
う
十
分
に
配
慮
し
て
継

続
的
学
習
や
自
主
的
な
研
究
な

ど
を
主
と
す
る
よ
う
指
導
し
ま

し
よ
う
。
 

生
活
指
導
は
特
に
い
ろ
い
ろ

な
意
味
で
こ
の
期
問
に
効
果
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

す
。
同
時
に
児
童
、
生
徒
を
失

敗
さ
せ
る
の
も
こ
の
期
問
が
も

つ
と
も
多
い
の
で
よ
く
注
意
し

ま
し
よ
う
。
 

自
分
を
信
頼
し
て
く
れ
る
人

が
身
近
に
い
る
と
い
う
意
識
が

子
供
た
ち
を
こ
の
上
も
な
く
幸
 

い

よ
い
 

青
森
県
善
意
銀
行
五
所
川
原
支

店
が

い
よ
い
よ
八
月
一
日
か
ら

開
業
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

こ
の
銀
行
は
み
な
さ
ん
ぶ
社
会

の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
た
し

恵
ま
れ
な
い
人
々
の
力
に
な
り
 
 

福
に
す
る
も
の
で
、
こ
の
幸
福

感
が
事
の
善
、
悪
を
分
ら
せ
て

く
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
 

喫
煙
、
飲
酒
、
夜
遊
び
、
暴

力
等
．の
非
行
犯
罪
の
き
つ
か
け

や
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
が
必

ず
身
近
に
い
て
や
つ
て
く
だ
さ
 

・

し
 

保
健
衛
生
に
つ
い
て
は
健
康

の
保
持
増
進
、
慢
性
疾
患
の
治

療
身
体
虚
弱
者
へ
の
健
康
指
導

等
が
あ
り
ま
す
が
こ
の
期
間
に

十
分
徹
底
す
る
よ
う
努
力
く
だ

さ
い
。
 

ょ
開

設
 

た
い
と
い
う
あ
な
た
が
た
の
善

意
を
登
録

（
預
託）
し
て
い
た

だ
き
、
あ
な
た
が
た
の
希
望
に

よ
つ
て
、
と
き
、
と
こ
ろ
を
選

び
最
も
確
実
に
、
合
理
的
に
役

立
て
る

（
払
出
）
の
が
善
意
銀

行
で
す
。
 

何
卒
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
の

う
え
、
あ
た
た
か
い
ご
支
援
、
 

ご
協
力
を
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。
 

支
店
は
市
福
祉
事
務
所
内
に

設
置
さ
れ
預
託
事
務
の
準
備
を

進
め
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
預
託
の
種
類
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
 

①

技
術
預
託
 
②
労
力

預
託

③

金
銭
預
託
 
④
物

品
預
託

⑤

団
体
預
託
 
⑥

特
殊
預
託

ン
ー
、な
つ
て
お
り
ま
す
U
 

旧
地
主

の
調
査
 

申
告
1
0日
ま
で

延
期
 

農
地
改
革
に
よ
り
買
収
さ
れ
た

農
地
等
の
旧
所
有
者
（
旧地
主
）
 

の
調
査
を
去
る
七
月
一
日
か
ら

市
役
所
旧
公
益
質
屋
で
受
付
し

て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
申
告
期

限
が
八
月
十
日
ま
で
延
期
に
な

り
ま
し
た
。
ま
だ
申
告
を
し
て

な
い
人
は
至
急
申
告
を
す
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。F
 
 

市
農
業
委
員
会
で
は
こ
の
調
査

の
該
当
者
は
全
市
で
八
O
〇
件

ぐ
ら
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
つ
て
い
る
が
、
二
十
三
日
現

在
で
ニ
百
十
四
件
と
約
三
割
の

中
告
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
 

く
わ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
旧

質
屋
内
農
地
等
買
収
者
調
査
事

務
室
ま
で
お
間
合
せ
く
だ
さ
い
 

舗

装
完
成
 

本
町

と
布
屋
町
 

市
建
設
課
で
は
三
十
八
年
度
の

失
対
事
業
と
し
て
本
町
青
銀
通

り
と
布
屋
町
白
戸
写
真
舘
通
り

の
舗
装
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
 

こ
の
舗
装
は
7
ス
フ
7
ル
ト
乳

剤
舗
装
で
、
本
町
麺
り
が

一
七

〇
メ
ー
ト
ー
ル
、
布
屋
町
通
り

が
八
〇
メ
ー
ト

ー
ル
で
二
十
三

日
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
ま
し
た
。
 

（
写
真
…本
町
舗
装
工
事
）
 

岩

木

川
で

の
 

水

泳

を

禁

止
 

こ
と
し
も
水
泳
の
シ
ー
ズ
ン
と

な
り
ま
し
た
が
、
こ
ど
も
た
ち

を
水
難
か
ら
守
る
た
め
に
五
小

南
小
、
五
中
の
三
校
が
協
議
し

児
童
、
生
徒
の
岩
木
川
で
の
水

泳
を
禁
止
す
る
こ
と
に
申
し
合

せ
し
ま
し
た
。
 

編

集
だ

よ
り
 

永
ら
く
お
ま
た
せ
い
た
し
ま
し

た
。
市
政

ニ
 
ュー
ス
の
綴
り
表

紙
が
で
き
ま
し
た
の
で
お
と
ど

け
い
た
し
ま
す
。
 

市
政

ニ
 ュ
ー
ス
は
綴
つ
て
保

存
す
る
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。
 

（
善

意

銀
行
支

店
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昭和 38 年 7 月 25 日 

＜稲 作＞ 

①水のかけひき・・・稲ぱらみ期に

入るので（特に出穂前20日へ司0日） 

田圃をよく見廻り、漏水を防ぎ、 

無駄水をかけないようにし、平均 

＜ り ん ご＞ 

①気温があがると共に胞子が侵入してから病斑を形成するまでの期間

が次第Iこ短かくなり、同時に薬の病斑数も急激に多くなります。病

気のタネも増えて、果実に侵入するのも最盛期に入ります。 

被害の甚だしいところでは落葉や落果の伴うのもこの頃であるが

そうなれば樹勢や来年の花芽にも悪い影響を与えることは勿論であ

りますが、最大の被害は何といつても売り値が下がることでありま

しよう。 

気温で20度以下の日が続くようであれぱ、10ヘョ2センチメ トールの

深水にします。 また大雨や増水に備えて水路を整備し、畦畔の雑草

を刈取る等万全を期しましよう。 

②はいもち病防除・・・初発生に注意し、稲の生育が軟弱であるので、発

生をみたら急激な蔓延が予想されるから直ちに薬剤散布をおこない

ましよう0 

③ニカメイチュウの防除・・・出穂期と出穂前10日の 2 回防除が基準であ

りますが、早発地（家岸りんご園附近）などでは被害株率で ,~10 
％になれば薬がけをおこない、その後は基準どおりに防除します。 

この期間の最大の目標は実の斑点を防ぐことであります。 

②7カダニの防除もこの期間が重点であります。毎日25度～26度の暑

さでは卵から親虫になつてまた産卵するまでの期間が10日～ 2 週間

とされています、暑いからと見廻りを怠たらないようにしましよう

③早魅は特に注意し、敷ワラや敷草を実施し、草生は必らず刈取りを

おこないましよう。 

④実の伸びかたや花芽の分化には一枚一枚の葉ッパに光線が充分あた

ることが大切です。日当りの悪い下枝などから早目に支柱立てをお

こないましよう。 

(J 〔 	) 

農
業
委
員

選
挙
 

当
選
者
き

ま

る
 

ス
 

ユ
 

ー
 
ー
  

政
 

市
 

さ
る
十
二
日
お
こ
な
わ
れ
た
市

農
業
委
員
選
挙
で
つ
ぎ
の
人
々

が
当
選
し
ま
し
た
。
 

〇
第
一
区
 
（
定員
五
名
）
 

平
山
日
出
夫
（
元
町
）
、秋
田
嘉

太
郎

（
沖飯
詰
）
、
 笠
井
義
作
 

（
桜田
）
、吉
岡
善

一
（川
山
）
、
 

山
川
定
助
（
新
宮町
）
 

〇
第
ニ
区
 
（
定員
五
名
）
 

木
村
三
太
郎
（
稲
実
）
、小
山
内

重
五
郎

（
梅田
）
、
 鹿
内
武
夫
 

（
稲
実
）
、
 
一
戸
正
吉
（
広
田
）
、
 

伊
藤
金
陸
（
梅
田
）
 

〇
第
三
区
 
（
｛唇
貝
四
名
）
 

斎
藤
栄

（
原子
）
、
 伊
藤
健
造
 

ノ
ー
 

夏

休
 
み
 中

を
 

市

内

パ
ト

ロ
ー

ル
 

五
所
川
原
市
児
童
生
徒
生
活
指

導
連
盟

（
会
長
市田
正
治
五
高

校
長
）
で
は
こ
と
し
も
夏
休
中

市
内
の
盛
り
場
、
映
画
舘
な
ど

の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
、

、
青
少

年
の
不
良
化
防
止
に
つ
と
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
市
民

の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
ね

が
い
し
ま
す
。
 

（
原子
）
、新
谷
光
男
（
前
田
野

目
）
、佐
々
木
茂
雄
（
高
野
）
 

〇
第
四
区
 
（
定
員
四
名
）
 

横
島
貞
吉
（
松野
木
）
、
小
坂
源

逸
（
戸
沢
）
石
岡
彦
永
門
（
福
山
）
 

成
田
久
雄
（
野
里
）
 

〇
第
五
区
 
（
定
員
五
名
）
 

戦
争
未
亡
人
に
対
す
る
特
別
給

付
金
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
新
聞
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
で

お
わ
か
り
の
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
今
年
八
月
一
日
よ
り
請
求

手
続
き
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
 こ
の
請
求
す
る
こ

と
の
で
き
る
人
は
つ
ぎ
の
と
お

り
で
す
。
 

〇
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
 
（
支

那
事
変
）
以
後
に
傷
病
に
か
か

り
、
こ
れ
が
原
因
と
な
つ
て
昭

和
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
死
亡
し
た
人
の
妻
で
、
昭
 
 

高
矯
工
作
（
長
富）
、
賀
谷
宝
麟
 

（
飯詰
）
、嘉
・m
伊
八
郎
（
毘
沙

門
）
、
 鳴
海
千
代
作
（
飯
詰
）
、
 

坂
本
勇
三
郎
（
下
岩
崎
）
 

〇
第
六
区
 
（
定
員
三
名
）
 

開
米
喜
コ
郎
（
鶴
ゲ
岡
）
、
 
一
戸
 

助
六
（
藻川
）
、野
呂
金
八
郎
、
 

（
藻川
）
 

〇
第
七
区
 
（
定
員
四
名
）
 

対
馬
小

一
郎
（
吹
畑
）
、
小
野
重
 

造
（
一
野坪
）
、小
野
修
一
 
（
一

野
坪
）
、
 小
田
桐
与
助
（
水
野
 

尾
）
 

和
三
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い

て
公
務
扶
助
料
、
特
例
扶
助
料

遺
族
年
金
、
特
例
遺
族
年
金
、
 

遺
族
給
与
金
、
殉
職
年
金
等
を

受
給
す
る
権
利
の
あ
る
人
。
 

〇
特

別

給

付
金
 

お

よ
び

国
債
 

二
十
万
円
で
十
年
以
内
に
償

還
す
る
記
名
国
債
無
利
子
で
す
 

請

求

に

必
要

な

書

類
 

イ
、
公
務
扶
助
料
証
書
、
遺
族

年
金
証
書
、
遺
族
給
与
金
証
 
 

書
れ
倒
技
助
料
引
m書
、
特
例

遺
族
年
金
証
書
、
殉
職
年
金

証
書
の
う
ち
い
づ
れ
か
の
も

の
、
た
だ
し
郵
便
局
に
振
替

預
入
を
さ
れ
て
い
る
方
や
、
 

国
民
年
金
金
融
公
庫
か
ら
貸

付
け
を
受
け
て
い
る
方
は
証

書
保
管
証
で
も
よ
ろ
し
い
の

で
す
。
 

ロ
、
戦
没
者
の
除
籍
抄
本

】

一
 

通
 

（
、
請
求
者
の
住
民
票
謄
本

り
 

一
通
 

ニ
、
請
求
者
の
印
鑑
 

な
お
く
わ
し
い
こ
と
は
市
役
所
 

民
生
課
で
お
た
づ
ね
く
だ
さ
い
 

市
役
所
通
り
は

駐
車
 
禁
止
 

市
消
防
本
部
で
は
旭
町
十
文
字

か
ら
市
役
所
前
通
り
叱
『
自
動

車
の
駐
車
を
ご
遠
慮
ね
が
い
ま

す
』
と
、
こ
の
ほ
ど
立
て
札
を

た
て
て
市
民
の
み
な
さ
ん
に
お

ね
が
い
を
し
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
道
路
は
火
災
出
動
の
際

消
防
車
が
緊
急
通
行
す
る
の
で

道
路
に
駐
車
し
て
い
％
自
動
車

が
あ
る
と
危
険
で
も
あ
る
し
ま

た
火
災
現
場
到
着
も
お
く
れ
ま

す
の
で
駐
車
を
し
な
い
よ
う
に

協
力
方
を
お
ね
が
い
し
て
い
る

も
の
で
す
。
 

戦
争
未

亡
人
に

特
別

給

付
金
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