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（4月30日） 人口 前月比 出生 死亡 転入 転出
男 7,619 ＋ 11 男 2 14 35 12
女 8,314 ー 11 女 0 19 27 19
計 15,933 0 計 2 33 62 31

世帯数 8,200 ＋ 20 （４月中の届出）

窪川地域 11,299人　大正地域 2,218人　十和地域 2,416人

適正値（mg/ｌ） 5月10日
リン酸 ≦  1.0 測定範囲以下
硝　酸 ≦  0.5 測定範囲以下

アンモニウム ≦  5.0 測定範囲以下
アニオン活性剤 ≦  1.0 測定範囲以下

化学的酸素要求量 ≦ 10.0 0.15
調査：大正（吾川）
資料：四万十高校自然環境部

野
々
は
、
古
く
上
山
郷
の
時
代
か
ら
の
「
首

都
」
で
あ
り
、
現
在
も
旧
大
正
町
の
中
心
で

あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
地
区
の
成
り
立
ち
か
ら
。

　
四
万
十
川
と
檮
原
川
の
合
流
地
点
。
地
形
的
に

水
に
困
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
太
古
の
昔
か
ら
人

が
住
ん
だ
。
そ
の
証
と
し
て
、
両
河
川
合
流
地
点

周
辺
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
と
み
ら
れ
る
遺
跡
が
数

カ
所
確
認
さ
れ
て
い
る
。
各
々
が
接
近
し
て
い
る
こ

と
か
ら
考
え
る
と
「
集
落
の
始
ま
り
」
に
近
い
く
ら

い
の
規
模
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
地
理
学
的
な
別
の
視
点
で
見
て
み
る
の

も
面
白
い
。
田
野
々
は
盆
地
で
も
あ
る
。
古
今
東
西
、

周
囲
を
囲
う
山
々
に
守
ら
れ
た
盆
地
に
は
人
が
集
ま

り
街
が
で
き
る
。
平
城
京
し
か
り
、平
安
京
し
か
り
。

遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ケ
ス
タ
と
い
わ
れ
る
地
形
の
ロ

ン
ド
ン
や
パ
リ
が
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら

の
大
都
市
の
規
模
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
二
つ

の
河
川
が
合
流
し
水
が
豊
富
な
田
野
々
は
、
人
が

集
ま
り
や
す
い
「
首
都
地
形
」
だ
っ
た
と
も
言
え
そ

う
で
あ
る
。

　
首
都
を
田
野
々
と
す
る
上
山
郷
の
始
ま
り
は
定
か

で
は
な
い
。
縄
文
時
代
、い
や
、も
っ
と
昔
か
ら
、徐
々

に
人
が
増
え
て
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
「
上
山
」
と
い
う
名
が
文
献
に
登
場
す
る
の

は
戦
国
期
の
地
検
帳
が
最
初
で
あ
る
。

　
地
名
は
さ
て
お
き
、こ
の
地
が
中
世
以
降
の
「
街
」

を
形
成
し
て
い
く
過
程
を
考
え
る
上
で
、
避
け
て
通

れ
な
い
の
が
熊
野
神
社
の
成
り
立
ち
で
あ
る
。
熊
野

神
社
の
棟
札
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
資
料

に
よ
れ
ば
、
源
平
合
戦
で
平
氏
側
に
与
し
て
い
た
、

紀
州（
現
在
の
和
歌
山
県
）の
豪
族
、熊
野（
田
那
邉
）

別
当
旦
増
（
た
ん
ぞ
う
）
と
、
そ
の
息
子
・
永
旦
が
、

屋
島
の
戦
い
に
敗
れ
、
讃
岐
経
由
で
こ
の
地
に
や
っ

て
き
た
と
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
別
の
記
録
と
研

究
に
よ
る
と
、
旦
増
は
正
し
く
は
湛
増
と
い
い
、
熊

野
水
軍
を
率
い
る
傑
物
で
あ
り
、
そ
し
て
永
旦
と
い

う
息
子
は
系
図
に
は
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
平
氏

側
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
で
源
氏
側
に
つ
い
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
勝
者
側
で
あ
る
湛
増
が
こ
の
地
に
落

ち
の
び
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う

の
だ
。
た
だ
、
湛
増
は
義
経
と
通
じ
て
い
た
と
い
う

か
ら
、
そ
の
後
の
義
経
の
運
命
か
ら
考
え
る
に
、
頼

朝
か
ら
追
わ
れ
て
落
ち
の
び
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
。
想
像
は
膨
ら
む
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ

か
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
現
在
の
熊
野
神
社
の
あ
り
よ
う
を
見
て

も
、
こ
れ
ほ
ど
の
神
社
を
建
立
で
き
る
力
を
持
っ
た

豪
族
が
こ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
、
有
力
な
在
地
豪
族
が

存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
紀
州
・
熊
野
、
田
辺
と
の

人
の
行
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
田
那
邉
→
田
辺
姓
が
多
い
こ
と
も
そ
の
証
左

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
田
野
々
に
は
「
田
野
々
三
城
」
と
い
わ

れ
る
山
城
が
あ
る
。
和
田
林
城
、
遅
越
城
、
上
山

城
（
土
居
林
城
と
も
田
野
々
城
と
も
い
わ
れ
る
）
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
山
城
は
戦
国
時
代
初
期
か
ら
中
期

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
地
を
支
配
し

て
い
た
上
山
氏
が
戦
略
的
拠
点
と
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。
メ
イ
ン
と
な
る
の
が
町
の
北
側
の
山
頂
に
あ
る

上
山
城
。
そ
し
て
、現
在
の
四
万
十
高
校
の
南
に
あ
っ

た
和
田
林
城
が
「
支
城
」。
さ
ら
に
、
檮
原
川
を
挟

ん
だ
吾
川
地
区
の
山
に
は
「
出
城
」
と
い
う
位
置
づ

け
の
遅
越
城
。
三
城
は
、
ち
ょ
う
ど
正
三
角
形
の
立

地
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
で
も
田
野
々
の
町
を
見
渡
す

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
盆
地
に
入
っ
て
く
る

敵
を
容
易
に
監
視
で
き
る
と
い
う
、絶
好
の
ポ
シ
シ
ョ

ン
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
城
跡
に
は
、

敵
の
侵
入
に
備
え
る
た
め
の
縦
堀
や
堀
切
な
ど
が
今

も
残
っ
て
お
り
、
戦
国
期
の
動
乱
が
、
こ
ん
な
山
間

の
辺
境
地
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

田

ここが山城跡だったとは思えない、今は長閑な
和田林城跡。

※
現
在
「
田
野
々
」
は
「
大
正
」
に
字
変
更

し
て
い
ま
す
が
、
便
宜
上
「
田
野
々
」
と

表
記
し
て
い
ま
す
。


