
藤
島
地
域
県
道
改
良
促

進
期
成
同
盟
会
（
今
野
良

和
会
長
）
と
藤
島
中
心
街

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
（
松

田
實
会
長
）
の
合
同
視
察

研
修
会
が

月

日
、
市

11

18

山
王
町
「
山
王
通
り
」
と
、

庄
内
町
新
産
業
創
造
館「
ク

ラ
ッ
セ
」
で
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。

歴
史
や
文
化
を
残
し

た
い山

王
町
で
は
山
王
商
店

街
振
興
組
合
理
事
長
の
三

浦
新
氏
の
話
を
聞
き
ま
し

た
。「

山
王
町
の
街
路
事
業

で
は
当
初

㍍
幅
の
道
路

18

に
拡
張
さ
せ
る
と
い
う
話

が
あ
っ
て
、
各
店
舗
が
そ

の
補
償
金
で
近
代
化
し
よ

う
と
し
た
。

し
か
し
、
山
王
通
り
に

は
歴
史
や
文
化
を
感
じ
さ

せ
る
建
物
が
い
く
つ
も
あ

り
、
近
代
化
よ
り
は
地
域

の
個
性
を
大
切
に
し
た
い

と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ

た
。木

村
屋
さ
ん
の
本
店
と

か
、
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｙ
Ｏ
さ
ん
（
鶴

岡
で
最
初
の
洋
物
小
間
物

小
・
紅
繁
）
の
大
正
時
代

の
建
物
と
か
残
し
て
い
き

た
い
、
商
店
街
と
し
て
生

き
残
っ
て
い
く
た
め
に
は

こ
の
選
択
だ
と
思
っ
て
き

た
。現

状
の
ま
ま
残
す
こ
と

に
か
な
り
の
抵
抗
が
あ
っ

た
が
、
結
果
的
に
無
散
水

の
消
雪
、
無
電
柱
化
の
街

路
が
実
現
し
た
。

活
動
と
し
て
は
、
ま
ち

づ
く
り
株
式
会
社
を
つ
く

っ
て
、
デ
ガ
ン
ス
さ
ん
が

入
っ
て
い
る
建
物
な
ど
を

つ
く
り
、
や
め
て
い
く
店

舗
を
借
り
て
改
修
後
若
い

人
に
貸
す
な
ど
を
や
っ
て

き
た
。

商
店
街
の
活
性
化
策
と

し
て
平
成
６
年
か
ら
第
３

土
曜
日
の
山
王
ナ
イ
ト
バ

ザ
ー
ル
に
取
り
組
み
、
最

近
は
市
民
の
協
力
を
得
て

変
化
し
て
き
て
い
る
。

１
月
末
に
は
新
酒
ま
つ

り
、
８
月
に
は
庄
内
は
え

や
節
を
広
め
た
い
と
い
う

人
た
ち
と
「
お
い
や
さ
祭

り
」
を
や
っ
た
。

ナ
イ
ト
バ
ザ
ー
ル
で
の

出
店
は
商
店
街
以
外
の
業

者
に
も
広
が
っ
て
い
る
。」

と
話
し
ま
し
た
。

後
継
者
が
い
な
い

一
方
で
厳
し
い
現
実
に

も
触
れ
ま
し
た
。

「
街
路
事
業
か
ら
５
年

経
つ
が
、
始
め
の
頃
は
通

り
に
人
が
増
え
た
か
な
と

思
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
閉

店
す
る
店
が
続
い
て
賑
わ

い
が
失
わ
れ
る
状
況
に
歯

止
め
が
か
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
場
所
（
江
戸
川
区

交
流
拠
点
「
江
鶴
亭
」）
は

柿
崎
呉
服
店
だ
っ
た
。

若
い
人
た
ち
が
化
粧
品

の
販
売
も
や
っ
て
い
た
が
、

拡
幅
に
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
決
断
し
て
商
売
を
や
め

て
い
っ
た
一
人
だ
。

後
継
者
が
い
な
い
こ
と

が
大
き
い
が
、
何
と
か
頑

張
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
」

と
語
り
ま
し
た
。

☆

☆

☆

余
目
駅
前
の
米
倉
庫

を
活
用

庄
内
町
新
産
業
創
造
館

「
ク
ラ
ッ
セ
」
で
は
、
町

商
工
観
光
課
の
高
梨
さ
ん
、

６
次
産
業
化
の
専
門
員
の

石
川
さ
ん
と
支
援
員
の
佐

藤
さ
ん
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

「
ク
ラ
ッ
セ
」
は
余
目

駅
前
の
米
倉
庫
を
活
用
し

た
建
物
。
１
棟
の
大
き
さ

が
酒
田
市
の
山
居
倉
庫
の

２
倍
あ
り
、
低
温
を
保
つ

た
め
の
能
登
瓦
（
白
瓦
）

が
目
立
ち
ま
す
。

平
成

年
３
月
に
米
倉

15

庫
活
用
事
業
と
し
て
余
目

町
中
心
市
街
地
活
性
化
計

画
を
策
定
し
た
の
が
始
ま

り
。平

成

年
６
月
に
本
体

25

整
備
工
事
に
着
工
し

年
26

５
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。

藤
島
の
農
家
も
利
用

ク
ラ
ッ
セ
に
は
奥
田
政

行
シ
ェ
フ
の
監
修
協
力
で

食
の
ア
ン
テ
ナ
レ
ス
ト
ラ

ン
、
６
次
産
業
化
貸
工
房

・
共
同
利
用
加
工
場
、
貸

オ
フ
ィ
ス
な
ど
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
。

貸
工
房
や
加
工
場
で
は

施
設
・
備
品
が
揃
い
、
藤

島
地
域
の
農
家
も
利
用
し

て
お
り
、
加
工
・
商
品
化

に
取
り
組
む
農
家
へ
の
独

自
支
援
に
感
嘆
の
声
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
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後
庄
内
経
済
連
が
賃
貸
経

営
を
行
っ
た
。

山
居
倉
庫
群
と
は
＝
財

団
法
人
北
斗
会
の
所
有
の

倉
庫
、
な
ら
び
に
山
居
倉

庫
（
旧
山
居
倉
庫
賃
貸
ｔ

株
式
会
社
）
を
総
称
し
、

実
在
は
庄
内
３
郡
に
亘
り

点
在
し
て
い
る
。
鉄
道
沿

線
各
駅
頭
に
ほ
ぼ
建
設
さ

れ
米
の
集
荷
貯
蔵
が
行
わ

れ
て
き
た
。（
庄
内
経
済
連

の
歩
み
参
照
）

山
居
倉
庫
は
昭
和

年
32

庄
内
倉
庫
株
式
会
社
（
社

長
は
経
済
連
会
長
）
と
な

り
経
済
連
と
分
割
所
有
と

し
、
庄
内
農
民
の
資
産
と

し
て
現
在
に
到
っ
て
い
る
。

こ
の
時
の
経
済
連
の
会

長
が
藤
島
の
下
町
の
豊
田

永
治
さ
ん
で
あ
る
。
こ
こ

に
到
る
ま
で
の
苦
労
が
偲

ば
れ
ま
す
。

尚
、
産
組
運
動
の
経
過

や
米
蔵
の
変
遷
に
つ
い
て

は
、
豊
田
永
治
著
「
村
に

春
が
来
る
頃
（
昭
和

年
48

８
月
号
～

年
３
月
号
ふ

49

じ
し
ま
農
協
広
報
連
載
）」、

高
橋
義
順
著
「
山
居
倉
庫

と
庄
内
米
」、
私
の
友
人
早

坂
清
輔
著
「
郷
土
藤
島
米

蔵
の
変
遷
を
探
る
」
に
あ

り
ま
す
。

山
居
倉
庫
か
ら
庄
内

経
済
連
連
合
倉
庫
の

経
過山

居
倉
庫
＝
明
治

年
26

酒
田
米
穀
取
引
所
を
山
居

町
に
設
け
米
の
保
管
を
行

う
。
大
正
時
代
以
降
次
々

に
倉
庫
を
新
設
し
米
券
を

発
行
し
、
米
の
売
買
を
行

う
。山

居
賃
貸
倉
庫
＝
遊
佐
、

本
楯
、
砂
越
、
藤
島
に
支

庫
を
建
築
し
、
昭
和

年
10

に
は
山
居
倉
庫
及
び
賃
貸

倉
庫
は
１
０
１
棟
１
万
３

千
坪
収
容
力

万
石
に
達

70

し
た
。

北
斗
倉
庫
＝
昭
和

年
14

米
穀
配
給
統
制
法
（
配
給

制
）
が
施
行
さ
れ
た
た
め

米
穀
取
引
所
が
廃
止
さ
れ
、

日
本
米
穀
株
式
会
社
に
引

き
継
が
れ
る
。
そ
れ
で
山

居
倉
庫
は
、
財
団
法
人
北

斗
会
を
設
立
し
、
北
斗
会

が
山
居
倉
庫
を
所
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

産
業
組
合
の
発
展
に
伴

い
各
組
合
が
所
有
す
る
農

業
倉
庫
と
米
穀
一
元
化
を

図
る
た
め
、
昭
和

年
14

12

月
北
斗
会
、
山
居
賃
貸
倉

庫
会
社
所
有
の
す
べ
て
の

倉
庫
を
山
形
県
購
販
連
に

経
営
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

戦
時
中
は
県
農
業
会
、
戦



庄
内
医
療
生
協
藤
島
支

部
（
成
田
忠
一
支
部
長
）

主
催
の
保
健
大
学
（
全
３

回
）
が
開
催
さ
れ
、

月
11

日
に
は
最
終
回
の
「
救

16急
救
命
」
講
習
が
藤
島
駅

前
町
内
会
館
で
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。

３
回
の
保
健
大
学
で
は

健
康
観
、
血
圧
や
お
し
っ

こ
、
口
腔
ケ
ア
、
食
事
、

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
な
ど

に
つ
い
て
詳
し
く
学
び
ま

し
た
。

最
終
回
で
は
消
防
署
藤

島
分
署
の
職
員
か
ら
「
心

肺
蘇
生
」
の
実
技
と
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
使
い
方
を
学
び
ま
し

た
。心

肺
蘇
生
の
手
順
で
は
、

①
突
然
倒
れ
て
い
る
人

を
目
撃
し
た
ら
、
周
囲
の

安
全
を
確
認
す
る
。

②
肩
を
た
た
き
な
が
ら

反
応(

意
識)

を
確
か
め
る
。

③
１
１
９
番
通
報
と
、

「
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
持
っ
て
き
て

下
さ
い
」
な
ど
と
協
力
者

へ
依
頼
す
る
。

④
胸
と
腹
部
の
動
き
を

見
て
呼
吸
を
見
る
。

⑤
呼
吸
が
な
い
と
判
断

し
た
ら
胸
骨
圧
迫
を
行
う
。

胸
の
真
ん
中
に
手
を
当
て

約
５
㌢
沈
み
込
む
よ
う
強

く
速
く
、
１
分
間
に
１
０

０
～
１
２
０
回
の
テ
ン
ポ

で
圧
迫
す
る
。

⑥
喉
の
奥
を
広
げ
て
空

気
を
肺
に
通
し
や
す

く
す
る
気
道
確
保
。

⑦
口
対
口
の
人
工

呼
吸
。

⑧
胸
骨
圧
迫

回
30

を
行
っ
た
後
に
、
人

工
呼
吸
２
回
お
こ
な

う
。⑨

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
。

「
い
ざ
と
い
う
と

き
に
出
来
る
よ
う
に

な
り
た
い
」
と
全
員

が
体
験
し
ま
し
た
。

な
に
背
負
っ
て
来
た

ト
ラ
ン
プ
氏
と
の
初
対

面
を
俺
流
に
庄
内
弁
で
や

れ
ば
だ
。「
俺
・
安
倍
と
言

う
日
本
の
首
相
だ
。
よ
ろ

し
ぐ
ん
な
。」「
遠
イ
所
ヲ

ゴ
苦
労
サ
ン
。」「
お
前
あ

が
っ
ど
思
わ
ね
が
っ
た
な

や
。
悪
り
が
っ
た
ん
な
。

ん
だ
ど
も
・
上
が
っ
て
い

が
っ
た
の
。
お
め
で
と
ー
。

し
て
ま
だ
・
こ
げ
早
ぐ
時

間
と
っ
て
く
れ
で
あ
り
が

で
ー
。
こ
れ
名
刺
が
わ
り

だ
。
先
ず
受
け
取
っ
て
く

れ
」
と
言
っ
て
渡
し
た
の

が
酒
田
は
本
間
ゴ
ル
フ
製

の
、

万
円
も
す
る
品
物

50

な
ん
だ
そ
う
だ
。

▲
オ
バ
マ
の
と
き
は
、
５

万
円
相
当
な
ん
だ
と
テ
レ

ビ
が
教
え
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
の
差
に
は
”
お
詫
び

“
も
入
っ
て
い
る
の
か
も
。

し
か
し
、
超
多
忙
の
中
、

時
間
を
取
っ
て
会
っ
て
く

れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、

米
軍
基
地
を
大
事
に
し
て

い
る
と
判
る
と
同
時
に
、

か
つ
て
も
対
等
で
な
か
っ

た
関
係
が
大
き
な
借
り
を

作
っ
た
の
で
は
な
い
か
な

と
思
わ
れ
る
の
だ
が
。

▲
そ
れ
を
、
就
任
前
に
ど

こ
の
誰
よ
り
も
早
く
会
っ

て
く
れ
た
こ
と
を
大
い
に

喜
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、

こ
れ
は
大
統
領
の
「
手
」

な
ん
だ
と
思
う
ゼ
。
そ
こ

は
若
い
時
か
ら
修
羅
場
を

く
ぐ
り
、
不
動
産
王
と
呼

ば
れ
る
名
前
を
保
持
・
拡

大
し
て
き
た
人
な
ん
だ
か

ら
。
そ
ん
な
こ
と
は
百
も

承
知
の
マ
ス
コ
ミ
が
、
首

相
の
手
柄
み
た
い
に
囃
し

て
い
る
が
ナ
ゼ
な
ん
だ
。

む
し
ろ
米
軍
を
引
き
上
げ

る
言
い
方
か
ら
こ
う
な
っ

た
こ
と
こ
そ
、
マ
ス
コ
ミ

が
注
目
し
て
究
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。

▲
そ
れ
で
な
く
と
も
密
約

が
多
い
日
米
軍
事
関
係
。

就
任
前
だ
か
ら
内
容
は
教

え
ら
れ
な
い
と
言
う
首
相

の
弁
を
納
得
し
す
ぎ
て
は

い
ま
せ
ん
か
・
だ
。
公
用

だ
ぜ
。
喜
ば
せ
て
何
を
背

負
わ
せ
ら
れ
た
か
だ
ヨ
。

（
石
川
）

て
、
親
の
経
済
的
事
情
な

ど
で
義
務
を
果
た
せ
な
い

こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
。

勤
労
の
義
務
に
つ
い
て

は
、「
賃
金
、
就
業
時
間
、

休
息
そ
の
他
の
勤
労
条
件

に
関
す
る
基
準
」
を
法
律

で
適
正
に
定
め
る
こ
と
。

ま
た
、
労
働
者
が
使
用
者

と
対
等
に
な
る
た
め
に
、

労
働
者
の
団
結
権
・
団
体

交
渉
権
・
団
体
行
動
権(

ス

ト
ラ
イ
キ
権)

を
保
障
し
て

い
る
（
第

条
・

条
）。

27

28

納
税
の
義
務
は
、
第
30

条
で
、「
国
民
は
、
法
律
の

務
を
果
た
せ
る
よ
う
に
保

障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
育
は
、
親
が
子
ど
も

に
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負

ふ
が
、「
義
務
教
育
は
、
こ

れ
を
無
償
と
す
る
」
と
し

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

納
税
の
義
務
を
負
ふ
。」
と

さ
れ
て
い
る
。

憲
法
に
は
、「
す
べ
て
国

民
は
、
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
を
営
む

権
利
を
有
す
る
」
と
す
る

第

条
か
ら
し
て
、
本
人

25
の
収
入
等
か
ら
本
人
の
支

払
い
能
力
に
応
じ
て
負
担

し
て
も
ら
う
「
応
能
負
担

の
原
則

」
が
適
切
と
さ
れ

て
い
る
。

私
ご
と
で
恐
縮
だ
が
、

当
初
の
年
金
に
所
得
税
・

住
民
税
は
か
か
ら
な
か
っ

た
。

憲
法
は
、
日
本
国
民
に

「
教
育
の
義
務
」「
勤
労
の

義
務
」「
納
税
の
義
務
」
の

三
大
義
務
を
課
し
て
い
る
。

し
か
し
、
義
務
を
押
し

つ
け
る
の
で
は
な
く
、
義

イ
ラ
ス
ト
は
「
最
新
憲
法
が
よ
～
く
わ
か
る
本
」
か
ら


