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町のうごき 四万十川の
水質状況

四万十町通信

（7月31日） 人口 前月比 出生 死亡 転入 転出
男 7,615 １ 男 7 15 15 6
女 8,302 １ 女 1 12 17 5
計 15,917 ２ 計 8 27 32 11

世帯数 8,196 ４ （７月中の届出）

窪川地域 11,303人　大正地域 2,208人　十和地域 2,406人

適正値（mg/ｌ）
リン酸
硝　酸

アンモニウム
アニオン活性剤

化学的酸素要求量
調査：大正（吾川）
資料：四万十高校自然環境部

四万十高校自然環
境部の都合により
しばらくの間調査
を休止します。
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。

　
小
学
校
跡
の
南
向
か
い
に
萬
松
山
長

生
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
。
こ
の
お
寺
は
昭
和

26
年
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
大
奈
路
地
区
の
保

育
園
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
は
、
役
場
の
課
長

が
園
長
を
兼
務
。
普
段
は
役
場
に
い
て
、
時
々

園
を
訪
れ
る
と
い
う
具
合
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ

に
園
児
と
し
て
通
っ
て
い
た
と
い
う
方
の
お
話
に

よ
れ
ば
、
課
長
、
つ
ま
り
園
長
先
生
が
来
た
時

に
は
「
え
ん
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
、こ
ん
に
ち
は
！
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
歌
を
、
み
ん
な
で
歌
っ
た
の

だ
と
い
う
。

　
大
奈
路
は
下
津
井
の
下
流
に
あ
る
。
下
津

井
と
い
え
ば
、
旧
上
山
村
の
中
で
も
最
大
規

模
の
「
お
留
山
」
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
何
度
か
書
い
た
が
「
お
留
山
」
と

は
、
高
品
質
の
木
材
の
供
給
地
と
し
て
、
藩

の
管
理
下
に
あ
っ
た
山
林
で
あ
る
。
お
留
山

は
、
明
治
以
降
は
官
林
、
そ
し
て
国
有
林

と
な
り
、
近
代
に
入
っ
て
も
、
良
質
の
木
材

が
切
り
出
さ
れ
続
け
た
。
下
津
井
の
お
留
山

の
広
大
さ
か
ら
す
る
と
、
檮
原
川
流
域
一
帯

が
、そ
う
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
大
奈
路
に
も
「
お
留
山
」
が
あ
り
、

林
業
に
従
事
す
る
人
は
多
か
っ
た
。
森
林
軌

道
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
切
り
出
さ
れ
た

木
材
は
、
中
村
の
下
田
ま
で
、
檮
原
川
か
ら

四
万
十
川
へ
と
、
筏
を
組
ん
で
流
さ
れ
た
。

切
り
出
さ
れ
た
木
材
を
川
に
落
と
し
、
そ
れ

ら
を
蔓
な
ど
を
ロ
ー
プ
が
わ
り
に
し
て
く
く

り
つ
け
筏
を
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

津
賀
ダ
ム
が
で
き
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。
檮

原
川
の
水
量
も
豊
富
で
流
れ
が
速
い
。
流
れ

が
急
だ
と
筏
組
の
作
業
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
大
奈
路
に
は
、
流
れ
が
緩
や
か
な

淵
が
あ
り
、
そ
の
淵
の
少
し
上
で
流
れ
を
堰

き
止
め
て
木
材
を
集
め
（「
筏
返
し
」
と
呼

ば
れ
た
）、
一
本
ず
つ
淵
へ
と
送
っ
て
、
そ
こ

で
筏
を
組
む
作
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
そ

し
て
、
組
ま
れ
た
い
く
つ
も
の
筏
を
、
縦
に

つ
な
げ
、
ま
る
で
列
車
の
よ
う
に
し
て
流
し

て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
無
人
で
は
な
い
。
な

ん
と
、
数
人
の
「
操
縦
士
」
が
筏
の
上
に
立

ち
、
遥
か
下
流
の
下
田
ま
で
筏
を
操
っ
て
行
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の「
筏
流
し
」の
他
に
も「
管

流
し
」
と
言
わ
れ
る
方
法
も
と
ら
れ
た
。
管
流

し
と
は
、
木
材
を
筏
の
よ
う
に
組
ま
ず
、
そ
の

ま
ま
「
バ
ラ
」
で
流
す
も
の
で
、
大
量
に
出
荷

し
て
い
く
た
め
に
、
止
む
を
得
ず
に
行
わ
れ
た
。

大
奈
路
に
は
、
こ
の
筏
流
し
や
管
流
し
の
「
操

縦
士
」
が
多
く
い
た
そ
う
だ
。

　
大
奈
路
に
は
「
七
ヶ
所
参
り
」
と
い
う
風
習

が
残
っ
て
い
る
。
始
ま
り
は
、
幕
末
か
明
治
初

期
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な

い
。
そ
の
頃
、
大
奈
路
村
で
蔓
延
し
た
疫
病
を

収
束
さ
せ
る
た
め
、
村
人
が
、
四
国
八
十
八
箇

所
の
中
か
ら
七
ヶ
所
を
選
び
巡
礼
し
た
。
こ
れ

は
今
も
続
い
て
い
る
。
七
ヶ
所
の
チ
ョ
イ
ス
は
毎

年
変
わ
り
、
地
区
の
人
が
輪
番
制
で
行
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
聞
い
た
。

　
さ
て
、
八
足
。
大
奈
路
の
街
か
ら
中
津
川
を

少
し
遡
っ
た
と
こ
ろ
の
両
岸
に
拓
け
た
集
落
で
、

街
部
か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
き
や
、
こ
ち
ら
の
方

が
先
に
拓
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ

る
。
開
拓
者
は
、
大
方
の
白
田
川
村
か
ら
来
た

人
で
、
武
政
新
左
衛
門
と
い
う
名
で
あ
っ
た
と

い
う
。
地
区
に
は
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
縄
文

土
器
片
が
出
土
し
た
遺
跡
も
あ
り
、
古
代
人
が

住
ん
で
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、古
味
野
々
。古
味
野
々
＝
小
味
野
々

と
は
、
小
さ
な
原
野
と
い
う
意
味
ら
し
い
。
対

岸
は
下
道
。
下
道
と
古
味
野
々
の
間
に
津
賀
ダ

ム
が
ま
た
が
っ
て
い
る
。
津
賀
ダ
ム
は
、「
古
味

野
々
ダ
ム
」
と
も
呼
ば
れ
、
昭
和
15
年
に
そ
の

工
事
が
始
ま
っ
た
。
終
戦
後
、
一
時
工
事
は
中

断
さ
れ
た
が
、同
26
年
に
完
成
し
た
。と
こ
ろ
で
、

古
味
野
々
が
な
ぜ
飛
び
地
と
し
て
大
奈
路
集
落

に
属
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

先

森林軌道跡。手前から 3本目の橋脚
に継ぎ目がある。昭和 38 年の大水で
下の部分が流された。
流された部分が画面左の川の中央に
残っている。

※
現
在
「
大
奈
路
」
は
「
大
正
大
奈
路
」
に

字
変
更
し
て
い
ま
す
が
、
本
文
で
は
便
宜

上
「
大
奈
路
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

八足

古味野々


