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坂
本　

国
道
３
号
線
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
道
路
と
高
塚
地
区

の
主
要
道
路
で
あ
る
小
川
八

代
線
と
の
交
差
点
は
ど
う
な

る
の
か
。
地
域
住
民
が
一
番

関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
通
学
道

路
で
も
あ
り
、
朝
夕
の
通
勤

通
学
者
の
安
全
を
守
る
た
め

の
信
号
機
の
設
置
は
で
き
る

の
か
。

総
務
振
興
課
長　

県
警
か
ら

は
信
号
設
置
は
難
し
い
と
の

こ
と
で
す
。
地
元
か
ら
よ
り

安
全
に
と
の
要
望
も
あ
り
、

横
断
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
す
る

案
で
県
と
協
議
し
て
い
ま
す
。

坂
本　

大
野
交
差
点
そ
れ
か

ら
県
道
小
川
八
代
線
の
赤
迫

地
区
の
道
路
が
未
整
備
で
、

交
通
事
故
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

町
道
60
メ
ー
ト
ル
、
県
道
約

80
メ
ー
ト
ル
の
道
路
幅
が
狭

く
、
軽
自
動
車
同
士
の
離
合

も
出
来
な
い
所
も
あ
り
、
朝

夕
の
通
勤
通
学
の
時
間
帯
に

は
運
転
者
も
大
変
気
遣
い
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
周
辺
に
は

道
の
駅
物
産
館
、
竜
北
公
園

も
あ
り
、
大
野
交
差
点
の
右

折
レ
ー
ン
の
設
置
、
町
道
県

道
の
整
備
を
早
急
に
行
う
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

町
長　

あ
の
交
差
点
は
今
の

ま
ま
で
は
よ
ろ
し
く
な
い
の

で
、
県
と
協
議
を
深
め
、
な

る
べ
く
早
い
時
期
に
改
良
が

で
き
る
よ
う
な
方
向
に
持
っ

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
道
３
号
線
四

車
線
化
で
、
交
差
点
の
先
行

改
良
の
考
え
が
国
に
あ
り
ま

す
の
で
、
大
野
交
差
点
改
良

の
検
討
を
要
望
し
て
い
ま
す
。

あ
わ
せ
ま
し
て
、
ア
ク
セ
ス

道
路
か
ら
迫
地
区
の
農
免
道

路
を
結
ぶ
線
、
大
野
窟
古
墳

あ
る
い
は
野
津
古
墳
を
繋
ぐ

道
路
に
な
る
わ
け
で
、
そ
う

い
っ
た
整
備
も
必
要
で
あ
ろ

う
と
思
っ
て
お
り
、
今
作
っ

て
お
り
ま
す
道
路
基
本
計
画

に
う
た
い
込
め
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

坂
本　

現
在
、
イ
ン
タ
ー
建

設
現
場
に
大
量
の
砕
石
が
運

び
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

総
務
振
興
課
長　

ア
ク
セ
ス

道
路
の
線
形
が
ほ
ぼ
決
定
し
、

地
籍
調
査
と
連
携
し
て
用
地

測
量
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
本

体
は
ネ
ク
ス
コ
で
詳
細
設
計

と
用
地
測
量
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
西
回
り
自
動

車
道
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
土
砂

を
元
旦
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
工
業

用
地
に
仮
置
き
し
て
い
ま
す
。

も
主
要
道
路
か
ら
近
い
所
に

あ
り
ま
す
。
道
路
拡
幅
と
宮

原
大
野
農
免
道
路
か
ら
大
野

窟
を
経
由
し
て
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
に
接
続
す
る
整
備

計
画
を
策
定
し
て
も
ら
い
た

い
。

町
長　

大
野
窟
古
墳
も
国
の

指
定
に
向
け
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
が
、
野
津
古
墳
群
を

含
め
て
周
辺
整
備
と
い
う
も

の
は
、
当
然
必
要
に
な
っ
て

坂
本　

野
津
古
墳
群
に
つ
き

ま
し
て
は
平
成
17
年
国
史
跡

指
定
を
受
け
国
指
定
面
積
４

万
７
９
２
７
平
方
メ
ー
ト
ル

と
い
う
広
大
な
古
墳
群
で
あ

り
ま
す
。
又
、
大
野
窟
古
墳

は
６
世
紀
後
半
に
巨
大
な
石

で
造
ら
れ
た
非
常
に
重
要
な

古
墳
で
あ
り
ま
す
。
平
成
15

年
か
ら
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
調
査
結
果
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

生
涯
学
習
課
長　

大
野
窟
古

墳
は
、
６
世
紀
後
半
頃
造
ら

れ
、
こ
れ
ま
で
円
墳
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
長
さ
１
２

０
メ
ー
ト
ル
の
前

方
後
円
墳
と
判
明

い
た
し
ま
し
た
。

石
室
の
高
さ
が

６
・
５
メ
ー
ト
ル

あ
り
全
国
有
数
の

も
の
で
、
造
り
方

は
関
西
の
影
響
を

受
け
、
石
組
も
珍

し
く
貴
重
な
古
墳

で
す
。
調
査
報
告

書
を
作
成
中
で
、

12
月
に
刊
行
で
き

る
よ
う
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

坂
本　

野
津
古
墳

群
、
大
野
窟
古
墳

大
野
窟
古
墳
や
野
津
古
墳
群
を

氷
川
町
の
活
性
化
に

坂
本
悦
男　

議
員Ｂ

Ｓ
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

建
設
事
業
の
促
進
を

国指定に向けて準備中の大野窟古墳

片
山　

熊
本
駅
構
内
の
商
業

施
設
は
、
当
初
募
集
時
に
企

業
・
自
治
体
の
道
の
駅
な
ど

が
出
店
を
控
え
る
中
、
氷
川

の
し
ず
く
は
藤
本
町
長
の
販

売
戦
略
の
一
環
と
し
て
オ
ー

プ
ン
を
致
し
ま
し
た
。

　

出
店
費
用
・
店
舗
改
装
・

敷
金
・
利
用
料
等
の
経
費
は

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

農
業
振
興
課
長　

店
舗
改
装

費
７
２
２
万
円
・
敷
金
、
家

賃
の
12
ヶ
月
分
と
し
て
４
２

０
万
円
・
家
賃
は
月
額
36
万

円
。
尚
売
り
上
げ
が

３
６
０
万
円
を
超
え

た
場
合
に
は
家
賃
が

売
り
上
げ
の
10
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

片
山　

商
業
施
設
の

場
合
の
経
費
の
中
で

人
件
費
の
占
め
る
割

合
は
何
パ
ー
セ
ン
ト

と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

農
業
振
興
課
長　

現

在
氷
川
の
し
ず
く
を

試
算
し
た
場
合
に
、

人
件
費
の
占
め
る
割

合
は
30
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
る
状
況
で

す
。
損
益
分
岐
点
を

計
算
し
た
と
き
に
16

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
が
適
正
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

片
山　

年
間
売
上
目
標
額
と

３
月
か
ら
の
売
り
上
げ
実
績

と
現
在
の
経
営
内
容
の
分
析

説
明
を
。

農
業
振
興
課
長　

売
上
げ
目

標
は
、
年
間
３
０
０
０
万

円
、月
額
２
５
０
万
円
で
す
。

　

実
績
は
、
３
月
は
２
２
８

万
円
、
４
月
は
２
３
５
万

円
、
５
月
は
２
６
９
万
円
、

６
月
は
２
０
９
万
円
、
７
月

は
２
１
７
万
円
、
８
月
は
３

２
２
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
現
況
は
売
り
上
げ
目
標

額
を
下
回
っ
て
い
る
状
況
で

す
。
や
は
り
物
産
館
が
得
意

と
す
る
、
梨
、
苺
、
晩
白

柚
、
み
か
ん
、
果
樹
の
販
売

強
化
が
売
り
上
げ
増
に
繋
が

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に

８
月
期
に
お
き
ま
し
て
は
、

梨
が
非
常
に
多
く
販
売
さ
れ

３
２
２
万
円
の
実
績
が
出
て

お
り
、
今
後
は
近
隣
の
春
日

地
区
、
得
意
先
回
り
の
営
業

を
し
な
が
ら
損
益
分
岐
点
の

５
０
０
万
円
を
目
標
に
販
売

戦
略
に
力
を
入
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

片
山　

氷
川
の
し
ず
く
で
販

売
さ
れ
て
い
る
品
物
は
外

注
、
ま
た
町
外
が
多
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
た
が
、
よ
り

多
く
の
氷
川
町
内
の
品
物
、

農
産
物
の
販
売
を
増
や
す
べ

き
で
は
な
い
の
か
。

農
業
振
興
課
長　

商
品
等

は
、
自
社
製
品
と
町
内
業
者

の
製
品
が
合
わ
せ
て
43
品

目
、
原
材
料
一
次
加
工
等
に

つ
い
て
の
製
造
委
託
が
35
品

目
で
町
外
の
商
品
を
単
独
で

仕
入
れ
る
と
い
っ
た
商
品
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
オ
ー
プ

ン
し
て
６
ヶ
月
に
な
り
ま
す

の
で
、
商
品
の
入
れ
替
え
を

検
討
し
て
お
り
、
町
内
業
者

を
す
こ
し
で
も
増
や
す
よ
う

に
指
導
い
た
し
ま
す
。

片
山　

氷
川
の
し
ず
く
の
経

営
分
析
と
出
店
経
費
が
膨
ら

み
続
け
た
場
合
、
町
長
は
ど

う
判
断
さ
れ
ま
す
か
。

町
長　

開
業
し
て
６
ヶ
月
に

な
り
ま
す
。
当
初
見
込
ん
で

お
り
ま
し
た
売
り
上
げ
ま
で

は
ま
だ
ま
だ
到
達
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
大
変
苦
戦
を
し
て

い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

今
一
生
懸
命
社
員
と
と
も

に
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
の
辺
り
は
是
非
ご
理

解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

最
終
的
な
責
任
は
当
然
会

社
の
代
表
で
あ
り
ま
す
社
長

の
責
任
と
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。
大
変
皆
様
方
に
も

ご
心
配
を
お
か
け
い
た
し
て

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

分
を
取
り
返
す
べ
く
、
今
頑

張
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
皆
様
方
も
ご
支
援
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

熊
本
駅
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

経
営
状
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

片
山
裕
治　

議
員

熊本駅構内の「氷川のしずく」

き
ま
す
し
、
そ
れ
に
通
ず
る

道
路
も
必
要
不
可
欠
で
あ
り

ま
す
。
町
全
体
の
道
路
基
本

計
画
を
作
成
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
そ
の
中
に
盛
り
込
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

坂
本　

両
古
墳
と
も
、
火
の

国
を
治
め
て
い
た
火
の
君
一

族
の
墳
墓
と
い
う
こ
と
で
、

大
野
窟
古
墳
が
国
指
定
史
跡

と
な
れ
ば
内
外
か
ら
注
目
さ

れ
る
の
は
必
至
で
あ
り
ま
す
。

野
津
古
墳
群
に
は
古
墳
公
園
、

大
野
窟
古
墳
は
崩
落
防
止
策

を
講
じ
て
、
石
室
の
中
に
入

れ
る
様
に
整
備
し
、
氷
川
町

の
活
性
化
に
向
け
た
活
用
を

図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

町
長　

周
辺
の
整
備
は
ど
の

程
度
ど
う
活
用
す
る
か
、
保

存
と
見
せ
る
部
分
の
必
要
性
、

財
政
面
も
考
え
て
計
画
し
た

い
。

ア
ク
セ
ス
道
路
の

交
差
点
に
信
号
機
を

鋭
意
努
力
し
て
い
る

最
終
判
断
は
私
が
し
ま
す

改
良
を
要
望
し
て
い
る

物
産
館
が
得
意
と
す
る

果
樹
販
売
に
力
を

氷
川
の
し
ず
く
で
は

町
内
の
農
産
物
販
売
を

出
店
経
費
が

膨
ら
ん
だ
時
の
判
断
は

道路拡張が必要な県道


