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キ

ラリ
輝いてます！

　

宮
崎
県
木き

じ
ょ
う
ち
ょ
う

城
町
と
、
毛
呂
山
町
と
の
友

情
都
市
盟
約
を
記
念
し
て
、
新
し
き
村
に

暮
ら
す
人
び
と
を
特
集
す
る
最
終
回
。
今

回
は
、
養
鶏
を
担
当
し
て
い
る
３
人
の
男

性
、
河か

わ
う
ち
み
つ
の
ぶ

内
光
延
(67)
さ
ん
、
本ほ

ん

ま

た

け

し

間
健
史
(64)
さ

ん
、
佐さ

と

う

ま

さ

ひ

と

藤
直
人
(43)
さ
ん
を
代
表
し
て
、
本

間
健
史
さ
ん
に
話
し
を
う
か
が
っ
た
。

　

本
間
さ
ん
は
、
京
都
市
出
身
で
、
家
は

仕
立
屋
を
営
ん
で
い
た
た
め
、
中
学
を

卒
業
す
る
と
す
ぐ
に
大
阪
の
呉
服
屋
に

住
み
込
み
で
働
き
に
出
た
。
絵
を
描
く
こ

と
が
好
き
だ
っ
た
が
、
毎
日
、
就
寝
は

午
前
２
時
ご
ろ
で
、
休
日
も
仕
事
を
頼

ま
れ
る
な
ど
自
由
時
間
の
な
い
日
々
を

送
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
折
、
友
人
か
ら

武む

し

ゃ

こ

う

じ

さ

ね

あ

つ

者
小
路
実
篤
の
本
を
紹
介
さ
れ
、
新
し

き
村
の
存
在
を
知
っ
た
。
新
し
き
村
で
は
、

労
働
の
義
務
は
あ
る
も
の
の
芸
術
活
動
な

ど
に
充あ

て
ら
れ
る
時
間
が
あ
る
と
知
り
、

19
歳
の
春
に
入
村
し
た
と
笑
顔
で
い
き
い

き
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

新
し
き
村
で
は
、
ボ
リ
ス
ブ
ラ
ウ
ン
と

い
う
茶
色
の
卵
を
産
む
鶏
を
約
９
千
羽
ほ

ど
飼
育
し
て
い
る
。
飼
料
は
、
高
品
質
な

魚
粉
や
牡か

き

が

ら

蠣
殻
な
ど
を
特
別
に
配
合
し
た

も
の
を
使
用
す
る
。
飼
料
も
好
き
な
だ
け

与
え
る
の
で
は
な
く
、
給き

ゅ
う
じ餌

制
限
を
し
て
、

あ
る
程
度
の
空
腹
感
を
与
え
、
良
い
卵
を

産
ま
せ
る
工
夫
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
給

餌
さ
れ
る
飼
料
の
量
が
偏
ら
な
い
よ
う
、

一
日
に
５
回
ほ
ど
飼
料
を
均
一
に
す
る
作

業
を
行
う
。
な
お
、
給
餌
制
限
に
は
、
１

グ
ラ
ム
単
位
の
微
妙
な
調
整
が
必
要
だ

が
、
以
前
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
自
己
流
で

給
餌
制
限
を
行
い
、
卵
の
品
質
を
落
と
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

　

新
し
き
村
で
は
、
鶏
を
健
康
な
状
態
に

保
つ
た
め
、
鶏
糞
の
清
掃
を
毎
週
行
っ
て

い
る
。
鶏
舎
を
常
に
清
潔
に
保
ち
、
ア
ン

モ
ニ
ア
な
ど
の
発
生
を
抑
え
る
努
力
を
す

る
こ
と
が
、
品
質
の
良
い
卵
の
生
産
に
つ

な
が
る
。
ま
た
、
採
卵
を
１
日
２
回
行
い
、

常
に
新
し
い
卵
を
出
荷
し
て
い
る
。

　

卵
を
生
産
し
て
い
て
嬉
し
い
の
は
、
近

隣
や
東
京
な
ど
か
ら
も
わ
ざ
わ
ざ
卵
を

買
い
に
来
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
か
ら
、
黄

身
が
盛
り
上
が
っ
て
い
て
お
い
し
い
。
新

鮮
な
の
で
安
心
し
て
生
で
食
べ
ら
れ
る
と

い
う
声
を
聞
い
た
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
も
鶏
舎
を
清
潔
に
保
ち
、
品
質
の
良
い

卵
を
生
産
し
て
い
き
た
い
と
話
し
て
く
れ

た
。

写真右が河内光延さん、中央が本

間健史さん、左が佐藤直人さん

養
鶏
に
力
を
そ
そ
ぐ
男
た
ち　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

   ―

新
し
き
村―
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毛呂のお天
てんのうさま

王様

　

毎
年
、
７
月
15
日
に
近
い
土
日
に
、「
毛

呂
の
お
天
王
様
」
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い

る
毛
呂
本
郷
の
夏
祭
り
が
催
さ
れ
ま
す
。

２
基
の
山だ

し車
が
地
区
内
を
練
り
歩
き
山
車

の
上
で
は
囃は

や
し子

に
あ
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な

演
目
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。

　

お
天
王
様
の
「
天
王
」
と
は
牛ご

ず
て
ん
の
う

頭
天
王

の
こ
と
で
、「
御ご

り
ょ
う霊
」
と
な
ら
ん
で
疫え

き
び
ょ
う病

を
も
た
ら
す
恐
ろ
し
い
神
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。御
霊
と
は
平
安
時
代
、怨
み
を
も
っ

て
命
を
落
と
し
た
貴
族
の
霊
な
ど
で
、
天

神
様
と
し
て
有
名
な
菅す

が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
が
代
表
例

で
す
。
そ
の
よ
う
な
御
霊
や
牛
頭
天
王
の

怒
り
が
疫
病
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方

が
平
安
時
代
以
降
民
間
に
広
が
り
、
神み

こ
し輿

に
牛
頭
天
王
や
御
霊
を
迎
え
入
れ
、
経
文

を
唱
え
た
り
美
し
い
歌
舞
を
披
露
し
て
慰

め
、
怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

平
安
京
は
京
都
盆
地
の
な
か
に
あ
り
、

夏
に
は
湿
度
も
高
く
家
が
密
集
し
た
都
市

だ
っ
た
た
め
、
一
度
疫
病
が
発
生
す
る
と

み
る
み
る
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
京
都

八や
さ
か坂
神
社
の
祇ぎ

お
ん園
祭ま

つ
り

は
そ
う
し
た
背
景
か

ら
生
ま
れ
た
御
霊
を
祓は

ら

う
御ご

り
ょ
う
え

霊
会
の
最
た

る
も
の
で
す
。
牛
頭
天
王
の
祭
り
は
八
坂

神
社
の
信
仰
と
と
も
に
全
国
に
広
ま
り
、

疫
病
の
発
生
し
や
す
い
夏
に
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

毛
呂
本
郷
の
お
天
王
様
も
か
つ
て
地
区

内
に
あ
っ
た
八
坂
神
社
の
祭
り
で
、
御
霊

会
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
毛
呂
本
郷

で
も
古
く
は
神
輿
を
担
ぎ
、
渡と

ぎ
ょ御

を
行
っ

て
い
ま
し
た
。
大
正
８
年
（
１
９
１
９
）

ご
ろ
よ
り
山
車
も
曳ひ

か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
あ
わ
せ
て
囃
子
も
奉
納
さ
れ
ま
し

た
。
戦
時
中
、
一
時
中
断
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
戦
後
復
活
し
、
昭
和
22
年
、

越お
ご
せ生

町
本
町
で
神
田
大
橋
流
の
囃
子
を
習

い
、
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

神
輿
は
担
ぎ
手
の
不
足
な
ど
の
理
由
か
ら

や
が
て
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、
今
も
祭
り

の
当
日
は
お
仮か

り
や屋

に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
車
は
ど
な
た
で
も
曳
く
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。山車が埼玉医大前を曳

えいこう

行
（昭和30年代ごろと推定）


