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霧
動
く
鉛
の
紅
葉
に
足
を
止
め

旅

一
夜
こ
も
る
湯
宿
の
紅
葉
雨

流
れ
急
霧
湧
き
や
ま
ぬ
紅
葉
鉛

峠
路
の
残
る
紅
葉
に
時
雨
か
な

紅
葉
濃
し
渡
れ
ば
日
向
国
境

は
る
ば
る
と
迎
へ
し
客
に
祖
母
時
雨

沢
庵
も
漬
け
て
安
ら
ぐ
小
春
か
な

奥
阿
蘇
の
紅
葉
の
句
座
に
時
雨
け
り

刀
自
留
守
の
句
碑
に
落
葉
の
重
な
り
て

枯
色
の
動
け
る
亡
野
に
侍
ち
て

赤
黄
と
落
葉
小
川
に
き
り
も
な
や

や
れ
や
れ
と
柿
も
吊
し
て
冬
ご
も
り

遠
来
の
句
客
去
り
て
も
時
雨
ま
だ

建
て
増
し
は
祖
母
の
紅
葉
を
真
向
い
に

待
つ
と
い
う
小
心
の
弾
み
時
雨
て
は

八
十
の
齢
重
ね
て
句
碑
の
秋

ト
ン
ネ
ル
を
抜
く
れ
ば
日
向
岩
紅
葉

枯
れ
急
ぐ
中
に
梅
鉢
草
の
花

肥

後

狂

句

ブ
ス
　
受
話
器
握
れ
ば
ミ
ス
日
本

紅
葉
山
　
う
ん
と
押
し
花
取
る
が
え
え

執
念
　
見
返
す
意
地
が
踏
む
ミ
シ
ン

紅
葉
山
　
三
脚
据
ゆ
る
滝
の
下

感
謝
状
　
ず
ら
っ
と
並
ぶ
応
接
間

平
気
平
気
　
今
ン
月
落
す
講
の
あ
る

人
人

１６一一

人 口
-10月 31日 現在― 1俳報

9,610人

世帯数……

転入 28

転出 31

男 ・̈ 4,

女 …4,

出生

死亡 5
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日召禾口53年

月

熊
谷
　
紫
雲

草
村
　
鶴
代

野
尻
　
誓
道

甲
斐
　
菊
江

野
尻
さ
だ
む

草
村
あ
つ
代

瀬
井
て
る
女

恵
良
あ
や
女

原
田
　
健
正

熊
谷
あ
つ
子

瀬
井
せ
ん
女

熊
谷
起
代
女

藤
井
秋
雪
女

長
友
た
つ
子

馬
原
そ
の
女

熊
谷
こ
う
女

野
尻
　
里
女

馬
原
　
岳
人
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西中原

llL 171
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S53.10.16-11.15受 ||

(出生児)(性別)(生 年月日)

梨  7少   女  S53.10.3

年 人  男  53.10.18

恵 うt  女  53.10.24

忍   男  53.10.24

豹功日―■  女  53.11.7

]1 紀  女  53.10.10

■由紀  女  53.10.17

r年 ′ヽ死 亡ヽ
齢ヽ八年月日ノ

75S53.10.22

75  53.10.29

78  53.11. 1

70  53.ll. 1

73  53.11. 7

85  53.11.14

80  53.10.16

83  53.10.20

――――
塚

岡

本

南
天

琴
司

馬
笑

ブ
ス
　
顔
は
見
せ
ん
で
歌
わ
ん
か

紅
葉
山
　
阿
蘇
は
ド
レ
ス
の
裾
棋
様

感
謝
状
　
へ
そ
く
り
場
所
の
ば
る
る
額

紅
葉
山
　
ヤ
マ
メ
の
里
が
招
く
客

そ
る
ば

っ
て
ん
　
喧
嘩
す
る
し
こ
好
き
イ
な
る

感
謝
状
　
思́
の
あ
る
内
イ
握
ら
し
ゆ
う

プ
ス
　

ハ
ゼ
負
け
面
ラ
て
思
と

っ
た

平
気
平
気
　
保
釈
金
さ
え
積
め
ば
良
え

（ご
×
寄
×
付
）

▽
高
森
昭
和
の
ＨＩ
代
新
祐
さ
ん
か
ゎ

（け
、
ト
マ
さ
ん
。
７５
歳
死
去
）

〉
高
森
下
町
の
■
シ
ズ
カ
さ
ん
か
ら

（た
、
堤

一
さ
ん
。
７８
歳
死
去
）

ツ
高
森
下
町
の
山
村
法
雄
さ
ん
か
ら

（母
、　
ス
ム
子
さ
ん
。
７０
歳
死
去
）

〉
上
色
見
中
原
の
檎
木
野
■
男
さ
ん
か

ら
（
け
、
ケ

・‐１．
子
さ
ん

・
８５
歳
死
去
）

▼
高
森
旭
通
の
岩
下
ヤ
ス
エ
さ
ん
か
ら

（歳
木
助
け
合
い
と
し
て
）

〉
高
森
昭
和
の
人
塚
孝
勇
さ
ん
か
ら

（
ひ
も
と
き
の
お
返
し
に
か
え
て
）

０
そ
の
他
の
寄
付

〉
草
駆
社
倉
の
足
立
ウ
メ
カ
さ
ん
か
ら

病
気
見
舞
の
返
礼
と
し
て
，‐‐
―‐‥
部
と
人

ク
ラ
ブ

「
福
持
会
」

へ
金

一
封

〉
■
部
社
倉
の
阿
南
鶴
筑
さ
ん
か
ら
病

気
見
舞
の
返
礼
と
し
て
車
部
老
人
ク

ラ
ブ

「
―――
‐
寿
会
」

へ
金

一
封

）
野
尻
の
瀬
井
さ
ん
か
ら
香
典
返
し
と

し
て
、
老
人
ク
ラ
ブ

「
と
き
わ
会
」

へ
今

一
月

ヽ
高
森
昭
和
の
出
代
広

一
さ
ん
か
し
香

典
返
し
と
し
て
、
昭
和
老
ノ、
ク
ラ
ブ

に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
用
具

一
式

▼
野
尻
川
卜
の
瀬
井
龍
蔵
さ
ん
か
ら
野

尻
保
台
間
に
本
内
遊
共
四
台

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

◎
町
社
会
福
祉
協
議
会

▽
高
森
上
町
の
桐
原
ト
ョ
さ
ん
か
ら

（夫
、
享
さ
ん

。
３４
歳
死
去
）

▽
高
森
横
町
の
後
藤
恒
夫
さ
ん
か
ら

（父
、
喜
直
さ
ん

。
７５
歳
死
去
）

亡

(遺 族)(続柄)(死 亡者)

後藤 恒りく イミ 後藤 喜直

田代 農:一  |サ  |」 代  lヽ マ

リト ンブカ プく り亡   ~

||1村  法イ|: |サ  山村スム子

栗屋 トナ 夫 栗屋 鶴行

檎木野幸男 母 檎木野ケサ子

|ll斐 ハツヱ 夫 ЧI斐 兼義

瀬井  稀 父 瀬井  繁

ゲー トボール

キ1社饉:な 実りは黄金の′皮となつて広がり、やがて稲刈

り、静かな田田風景は足をILめ たいアンクルです。||

朝か
'っ

た気な )ナ 令や笑い声が聞えるゲー トボールも、

一つの風物詩となりました。

私も老人会員でありながら、一度もや つたことがな

く、スケッチに行 つた際やつてみましたが、なるほど

おもしろいものです。病みつきにならなければよいの

姿
一Ｑ

１２
月
‐０
日
　
馬
　
原
　
医
　
院

高
森
②
０
６
４
６

１２
月
‐７
日
　
東
　
　
　
医
　
院

高
森
②
０
３
０
９

１２
月
２４
日
　
寺
　
崎
　
医
　
院

高
森
②
０
３
７
８

１２
月
３１
日
　
小
　
林
　
医
　
院

高
森
②
０
０
７
５

'ですが一―。

診療は午前 9

時か ら午後 5

時まで

おめでた

幾一 !下町 島田

舅
趾
咆
睫
囃
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旧
上
黙
公
子

林
田
　
一
声

林
　
　
不
忘

本
田
　
紫
郷
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1野
北
海
道
民
泊
研
修
に
参
加
し
て

色
見

狩
　
色

見
　
継

治

（２５
）

を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
楽
し
い
ブ
ラ
ン

だ
。
こ
の
ほ
か
池
田
町
に
は
、
町
営
の

ワ
イ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
も
あ
り

け
な

に
も
か
も
が
新
し
い
施
策
″
と
い
う
印

象
を
受
け
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
清
水
町
の
あ
る
農

家
で
民
泊

研
修
を
行

う
こ
と

に
な

っ

た
。清

水
町
は
人
口
約

一
万
五
千
の
酪
農

畑
作
地
帯
で
あ
る
。　
一
区
の
平
均
耕
作

は
五
診
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
機
械
化

さ
れ
、
畑

に
は
牧

草
、
デ
ン

ト
コ
ー

ン
、
ビ
ー
ト
、
そ
ば
、
一り
な
ど
が
栽
培

さ
れ
て
い
る
。
町
営
牧
場
も
あ
り
、
総

面
積
九
百
が
、
乳
牛
が
な
ん
と

一
万
四

千
頭
が
腋
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
四
日
間
の
民
泊
を
通
じ
て
多
少
の

不
安
■
あ

っ
た
も
の
の
、
環
境
の
違
い

に
よ
る
種

々
の
生
活
様
式
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
私
な
が
ら
に
見
聞
を
広
め
る

こ
と
が
で
き
た
と
確
信
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
西
部
十
勝
の
青
年
と
南

阿
蘇
の
七日
年
の
交
流
が
い
つ
ま
で
も
続

く
よ
う
に
心
か
ら
祈
り
た
い
。

私
た
ち
南
阿
蘇
六
カ
町
村
に
住
む
勤

労
青
年
二
十
八
人
は
、
去
る
九
月
十
日

か
ら
十
八
日
ま
で
八
泊
九
日
の
日
程
で

北
海
道
の
十
勝
、　
清
水
、　
新
得
、　
鹿

追
、
芽
室
の
四
町
村
に
民
泊
研
修
す
る

機
会
を
得
た
。

ま
ず
私
た
ち
は
、
民
泊
研
修
に
は
い

る
前
に
、
フ
イ
ン
の
産
地

「池
田
町
を

訪
問
し
た
。
こ
こ
は
町
全
体
が
活
動
的

で

一
人

一
人
が
町
づ
く
り
に
熱
意
を
示

し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
老
人
の

「
生

き
が
い
焼
き
セ
ン
タ
ー
」
も
そ
の
中
の

一
つ
。
老
人
た
ち
が
自
分
の
手
で
デ
ザ

イ
ン
し
て
、
焼
き
物
を
つ
く
る
姿
は
、

と
っ
て
も
生
き
生
き
と
し
て
、
楽
し
い

も
の
に
思
え
た
。
ま
た
農
業
後
継
者
対

策
と
し
て

「
結
婚
記
念
造
林
」
が
あ
る

の
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
。

こ
れ
は
農
業
に
生
き
る
若
者
が
結
婚

す
る
と
、
そ
の
夫
婦
に
二
・
五
診
の
植

林
地
を
与
え
、
二
十
五
年
後
の
銀
婚
式

に
は
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
世
界

一
周
の
旅

町
で
は
、
町
議
会
は
じ

め
広
く
各
界
の
ご
協
力
を

得
て

「
住
み
よ
い
」
咀
か
な

郷
土
づ
く
り
」

を

目

指

し
、
各
種
の
基
盤
整
備
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
成
果
の
現
れ
と
し

て
、
こ
と
し
は
町
道
、
農

道
が
数
多
く
改
良

・
舗
装

さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
河

原
小
学
校
、
黒
岩
簡
易
水

道
、
町
営
住
宅
な
ど
い
ろ

ん
な
事
業
が
完
工
し
ま
し

高
森
電
報
電
話
局
が

車
部
と
野
尻
地
区
で
進

め
て
い
た
自
動
電
話
化

の
工
事
が
完
成
、
さ
る

七
月
十
九
日
午
後
二
時

か
ら
運
用
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。

開
通
式
で
は
岩
下
町

長
と
沢
田
県
知
事
の
記

念
通
話
や
、
津
留
の
野

尻
信
之
さ
ん

（
６１
）
、

草
部
の
占
庄

マ
サ
子
さ

ん

（
６１
）
ら
も
遠
方
に

住
む
娘
さ
ん
と
の
ふ
る

さ
と
記
念
通
話
を
行
い

ま
し
た
。

「
青
年
の
主
張
」
県
代
表
お
め
で
と
う

南

在

岩

下

　

亀

（５９
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
青
年
の
主
張

コ
ン
ク
ー
ル
熊

本
県
予
選
で
、
本
町
河
原
出
身
の
後
藤

一
恵
さ
ん
が
み
ご
と
県
代
表
に
選
ば
れ

ま
し
た
。
私
は
本
人
の
努
力
に
対
し
て

深
甚
の
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
今

後
ま
す
ま
す
精
進
さ
れ
、
九
州
代
表
め

ざ
し
て
頑
張

っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
日
ご
ろ
結
薄
施
設
に
お
い
て
入

寮
者
と
苦
労
を
と
も
に
し
、
心
の
ふ
れ

合
い
を
生
き
が
い
と
し
た
発
表
は
、
き

っ
と
審
査
員
の
胸
に
切

々
と
迫
る
も
の

が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
町
民
の
一
人

と
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
お
め
で
と
う
と

申
し
上
げ
ま
す
。
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町内小中学校の中で一番古い 木造 校舎と し

て、校区民から改築の要望が高まっていた高森

小学校は、53年度から2カ 年で全面改築されま

す。本年度はすでに 8月 から工事が始まり平屋

建ての低学年棟と二階建ての高学年棟を中心に

建設しています。54年度では特別教室、体育館

などが出来上ることになっています。

「校  舎」
高森小 2年 たにがわえいし

●  ●

●  ●
「
河
原
―
大
戸
ノ
回
線
」
を
舗
装

学
習
会
の
連

絡
や
、
そ
の
他

の
フ
リ
ン
ト
が

配
布

さ

れ

る

と
、
ほ
か
の
生

徒
か
ら

「
ま
あ

だ
あ
り
よ
る
と

や
」

「
い
つ
も

行
か

な

ん

と

や
」

と

言

っ

て
、
お
も
し
ろ
く
な
い
。
地
域
全
体

が
差
別
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
引

越
し
た
く
な
る
と
い
う
の
で

す
。こ

の
こ
と
は
、
地
区
外
の

子
供
に

「自
分
が
同
和
の
人

で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
は
し
い
」
、
あ
る
い
は

「
一
部
の
人
が
同
和
だ
け
ん

自
分

た
ち
ま
で

差
別
さ

れ

る
」
と
言
わ
せ
る
こ
と
に
な

る
し
、　
ま
た

地
区
の

子
供

に
、
自
分
の
立
場
を
知

っ
た

と
き
に
は
集
会
所
に
行
く
こ

と
す
ら
、
抵
抗
を
感
じ
さ
せ

ま
す
。
大
人
に
、
た
と
え
そ
の
言
葉

が

「
今
は

仲
良
く

つ
き
合

っ
て
」

「
差
別
は
し
て
い
な
い
」
で
あ

っ
て

も
、
子
供
の
こ
う
し
た
姿
が
、
大
人

の
本
音
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
子
供

た
ち
の
こ
ん
な
思
い
を
も

っ
て
仲
良

く
つ
き
合

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
表

面
だ
け
事
を
起
さ
な
い
よ
う
に
つ
き

合

っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
ｅ

こ
ん
な
事
柄
は
い
ろ
ん
な
形
で
私

年
度
で
完
了
、
高
森
、
色
見
地
区
と
野
尻
地
区
が
快
適
な
道
路
と
し
て
最
短
距

離
で
結
ば
れ
ま
し
た
。
従
来
は
道
幅
も
狭
く
急
坂
の
農
道
だ
っ
た
た
め
、
四
十

五
年
か
ら
農
免
道
路
と
し
て
改
良
が
続
け
ら
れ
て
い
た
も
の
。
本
年
度
舗
装
さ

れ
た
の
は
大
戸
ノ
ロ
側
の
約
二

。
一
ま
で
総
Ｉ
費
は
四
千
五
百
万
円
。

Ｕ^

一曰
硼
一闇
引
硼
嘲
□
‐一

南
阿
蘇
畜
協
東
側
に
あ
る
須
坂
団
地
に
は
、
本
年

度
も
昨
年
度
に
引
き
続
き
八
Ｐ
の
町
営
住
宅
を
建
設

し
て
い
ま
す
。

須
坂
団
地
の
敷
地
は
お
よ
そ
四
千
九
百
九
十
二
平

方
，Ｍ

（千
五
百
１
坪
）
。
こ
こ
に
六
＝
二
間
、
四

・

五
畳

一
間
、
キ
ン
チ
ン
か
ら
な
る
第

一
種
住
宅
四
戸

と
、
六
畳
二
間
、
ダ
イ

ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
つ
き
の
第

二
種
住
宅
四
戸
が
来
年
‐
月
に
は
出
来
ヒ
る
見
込
み

で
す
。

た
ち
の
無
意
識
の
う
ち
に
も
出
て
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
町
の
同
和
教
育
推
進

協
議
会
の
事
業

に
は
、

「
先
進
地

研

修
」
が
組
ま
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
の
最

も
身
近
な
地
区
と
か
か
わ

っ
た
差
別
の

実
態
に
学
ぶ
と
い
う
大
切
な
も
の
が
欠

落
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
福
岡
市

の
研
修
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
地

元
地
区
の

一
人
の
参
加
も

な
い
の

な

ら
、
地
い
こ
ん
な
所

へ
来
る
よ
り
、
ま

ず
地
元
地
区

へ
行
く
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
」
と
い
わ
れ
て
も
、
私
た
ち
は
何

と
も
答
え
よ
う
が
な
い
の
で

す
。こ

の
こ
と
を
学
校
教
育
、

社
会
教
育
で
ど
の
よ
う
に
解

決
し
よ
う
と
考
え
て
お
ら
れ

る
の
か
。
ま
た

「
あ
そ
こ
ば

か
り
よ
く
な
る
」

一
同
和
の

人
に
な
れ
ば
今
も
ら
わ
る
っ

と
で
す
か
」
と
い
っ
た
ね
た

み
や
誤
り
を
行
政
は
ど
う
解

決
し
よ
う
と
考
え
て
お
ら
れ

る
の
か
。
単
に
学
習
会
を
や

め
た
り
、
事
業
を
や
め
て
差

別
が
な
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ｃ

今
こ
そ
Ｆ
年
間
の
特
別
措
置
法
と
、
そ

れ
に
基
く
事
業
が
何
で
あ

っ
た
の
か
反

省
し
て
み
る
時
期
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
中
で
町
の
同
和
教
育
推
進
協
議

会
が
ど
ん
な
に
多
く
の
行
事
を
消
化
し

て
も
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
な
事
態

に
ふ
れ
、
そ
れ
を
解
決
す
る
方
向

へ
進

ま
な
け
れ
ば

「
推
進
」

と
は

な
ら

な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
差
別
の
拡
散
に
し

か
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

高森町同和 推進教 員の会
⇒
　
　
町
道

「
河
原
―
大

月
ノ
ロ

線
」
六

・
六
♂
の
改
良
舗
装
は
本

遣
式
■ヽ
■

五
一一寒
■
一一
一

イ
番

輩
薇ヽ
募

樹
■
■
工‡

‡

”
を
■
・鸞

お
を

　
一一

，
ヽ
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■
雫
シ
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擁

ン
〓
薇

ｔ
，

ａ
ｔ

´
炒
子
“

，
″
０
　
一

一口
，

０
キ
■
●
薫
薔

一嘱

■

で

，

す膠
‐
総ヽ

‐|||1緩 1亀議‐‐‐讐‐鸞彦

,ふざ
―
| ‐‐盛 ‐

載‐イ)ン |■ 霧‐|

| ~ ~~~  ~ ~ ~~~~|

|_塾響ヽ FI砂!堅 Q皇型雷董些_|

Ｍ
．・　
″

‐―
―
―
■
■



第 232号  (8)昭和53年 12月 1日 広 報 た か も り‖召和53年 12月 1 日
ｈ
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県
産
業
開
発
青

年
隊
員
を
募
集

熊
本
県
産
業
――１１
発
計
年
隊
訓
練
所
で

は
五
十
四
年
度
の
訓
練
生
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

Ｏ
修
得
科
目
　
・―‐
木
施
工
、
測
量
、
建

設
機
械
の
運
転
、
整
備

（
一
カ
年
間
）

○
応
募
の
資
格
　
卜
八
歳
か
ら
二
十
五

歳
ま
で
の
心
身
と
も
に
健
全
で
共
同
生

活
に
耐
え
る
独
身
男
子
、
高
卒
程
度
の

学
力
の
あ
る
人

Ｏ
募
集
人
員
　
″
―
人

（
一
般
四
十
人

市
町
村
委
託
卜
人
）

○
募
集
期
間
　
―

一
月

一
日
か
ら
五
十

二
年

一
月
‐
―

一
日
ま
で

※
応
募
方
法
は
菊
池
郡
大
津
町
大
津

二
二
七
の
一
（
０
八
六
九
―

一
二
）
熊

本
県
産
業
開
発
占
年
隊
訓
練
所
へ

離
職
の
後
で
も
健
康

管
理
手
帳
の
申
請
を

粉
じ
ん
作
業
や
ベ
ン
ジ
ン
の
製
造
な

ど
有
害
な
職
場
で
働
い
て
離
職
し
た
人

に
は
、
そ
の
後
の
健
康
管
理
の
た
め
に

健
康
管
理
千
帳
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
本
人
の
中
請
が
あ
れ
ば
、
こ

の
手
帳
が
交
付
さ
れ
、
政
府
が
健
康
診

断
な
ど
の
措
置
を
行

っ
て
健
康
管
理
に

万
全
を
尽
す
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
こ
の
手
帳
は
、
離
職
の
際

に
交
付
申
請
を
し
な
け
れ
ば
も
ら
え
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
法
律
の
改
正
で
離
職

の
後
で
も

一
定
の
要
件
に
該
当
し
て
い

れ
ば
申
請
で

き
る

よ
う
に

な
り
ま
し

た
。申

請
要
件
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
熊

本
労
働
基
準
局
安
全
衛
生
課
、
ま
た
は

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

県
産
業
別
最
低

賃
金
も
改
定
に

熊
本
労
働
基
準
局
は
十

一
月
九
日
、

さ
き
の
県
最
低
賃
金
の
改
定
に
続
き
、

県
産
業
別
最
低
賃
金

（七
業
種
）
に
つ

い
て
も
改
定
す
る

公
示
を

行
い
ま

し

た
。今

回
の
改
定
に
伴
い
、
使
用
者
は
最

低
賃
金
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
は

も
と
よ
り
、
常
時
作
業
場
の
見
や
す
い

場
所
に
、
最
低
賃
金
の
概
要
を
掲
示
す

る
な
ど
の
、
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。

改
定
は
▽
食
料
品
製
造
二
千
四
百
四

十
五
円
〉
繊
維
産
業
二
千
四
百
七
卜
円

▽
自
動
車
整
備
業

（
一
般
労
働
者
）
二

千
五
百
六
十
円
、
▽
自
動
車
整
備
十
二

千
九
百
八
十
五
円
▽
小
売
業
二
千
三
百

七
十
円
な
ど
。
時
間
給
者
に
適
用
さ
れ

る

一
時
間
当
た
り
の
額
な
ど
詳
し
く
は

熊
本
労
働
基
準
局
賃
金
課

（
雷
①
３
１

８
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

竜
門
ダ
ム
エ
事
で

無
縁
墳
墓
を
改
葬

建
設
省
九
州
地
方
建
設
局
で
は
、
」喝

門
グ
ム
建
設
の
た
め
、
次
の
無
縁
墳
棠

の
改
葬
を
行
い
ま
す
。
も
し
縁
故
者
が

あ
れ
ば
町
民
課
衛
生
係
ま
で
至
急
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

〔墳
墓
の
所
在
地
〕
菊
地
市
大
字
班
蛇

日
字
下
鶴
三
二
―
二
、
同
三
六
、
同
三

七
、
字
上
原
九
九
、
同

一
〇
三
番
地
、

字
下
半
尺

一
八
六
―
上
、
同
二
三
九
番

地
、
字
向
原
二
五
九
番
地
、
字
中
村
七

〇
八
番
地
、
字
中
山
九
四
三
―
二
、
同

九
五
四
、
同
九
六
四
―
三
番
地
、
字
二

ツ
野

一
〇
八
六
番
地
、
大
字
竜
門
字
治

田
道
四
九
八
、
字
村
脇
六

一
四
―

一
、

同
六

一
四
―
二
番
地

〔改
葬
先
〕
▼
菊
池
市
大
字
西
迫
間
字

榎
原

一
〇
八
番
七
号
▼
菊
池
市
大
字
竜

門
字
村
脇
六

一
四
番
の
一
、
二

県
立
農
業
大
学

校
の
学
生
募
集

熊
本
県
立
農
業
大
学
校
で
は
将
来
農

業
を
担

っ
て
ゆ
く
優
れ
た
自
営
農
業
者

の
養
成
を
目
的
に
、
五
十
四
年
度
の
学

生
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

カ
ン
詰
め
の
ふ
た
の
記
号
は
、
上

段
が
原
料
の
種
類
、
調
理
方
法
、
形

態
、大
き
さ
、中
段
が
メ
ー
カ
ー
名
、

下
段
が
製
造
年
月
日
で
す
。
下
段
左

の
一
字
が
製
造
年
、
次
の
一
字
が
月

（
た
だ
し
十
月
は
Ｏ
、十

一
月
は
Ｘ
、

∧
修
業
年
限
∨
二
年

（今
寮
制
）

∧
募
集
人
員
∨
▽
農
学
科
　
百
人
〉
畜

産
学
科
　
二
十
人

∧
応
募
資
格
∨
同
校
を
卒
業
後
、
県
内

に
従
事
し
よ
う
と
す
る
高
等
学
校
卒
業

者

（五
十
四
年
三
月
卒
業
見
込
者
を
含

む
）
ま
た
は
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学

力
を
有
す
る
と
大
学
校
長
が
認
め
た
人

で
、
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
人
。

∧
願
書
受
付
∨
五
十
四
年

一
月
二
十
二

日
か
ら
三
十

一
日
ま
で
同
校
で
受
け
付

け
ま
す
。
願
書
等
は
同
校
、
県
農
産
経

営
課
、
ま
た
は
最
寄
り
の
農
業
改
良
普

及
所
で
配
布
し
ま
す
。

∧
試
験
期
日
∨
▽
推
せ
ん
選
考
　
一
一月

九
日

▽
試
験
選
考
　
二
月

二
十
三
日

（筆
記
）
、
二
十
四
日

（面
接
）
〉
場

所
は
菊
地
郡
合
志
町
栄
三
八
〇
五
　
県

立
農
業
大
学
校

∧
合
格
発
表
∨
二
月
十
二
日

年
以
Ｌ
も
た

っ
た
占
い
も
の
、
さ
び

て
い
る
も
の
、　
へ
こ
み
カ
ン
な
ど
は

避
け
て
く
だ
さ
い
。

乾
電
池
に
は
、　
マ
イ
ナ
ス
側
に
製

造
年
月
が
三
字
で
表
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
の
二
字
が
月
、
最
後
の

一

||

|=

|:

|:

IR

I′

|:

|:

|:

IF

Iヽ

|′

|:

|%

lr

11

11

1=

lt

l:

|ヽ

|●

ll

l:

|:

|
11

1:

′奥
一手

ヽ

一情
一翻

と
騨
ｍ
、
‘計
“
　
カ
ン
詰
め
と
乾
電
池
　
　
　
鯨
嚇
蹴
場
け
。・

臓
珠
胸
ψ駒
珈聰鰤
げ
Ｈ
　

　

「略
号
」
は
読
め
ま
す
か
　
　
動
砒
悧
「
八月
製
造
の
こ

分
です
か。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二月
は
Ｙ）
最
後
の
二字
が
製
造
　
　
買
う
とき
は、
製
造
年
月
を
確
め

今
回
は
非
常
用
に
欠
せ
な
い
カ
ン
　

日

を
表
わ

し
て

い
ま
す
。
例
え
ば
　

て
く
だ
さ
い
。
テ
ス
タ
ー
を
備
え
付

一
町
道
の‐
引
良
・
翻
刻
Ｊ
む

[=〉

町
の
基
盤
整
備
は
な
ん
と
い
っ
て
も
町
道
の
政
良

・
舗
装
が
重
点
。
五
十
三

年
度
で
は

「取
苗
―
水
湛
線
」

「牧
戸
線
」

「赤
羽
根
―
高
尾
野
線
」
な
ど
の

改
良
が
行
わ
れ
る
ほ
か

「
西
丁
―
中
国
線
」

「社
倉
―
倉
地
線
」
な
ど
約
三
十

一
路
線
が
舗
装
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
一
ｍ
め
と
乾
電
池
の
略
号
の
読
み
方
を
　
　
″
３
０
１
０
″
は

一
九
七
三
年
十
月
　
け
て
い
る
店
で
は
、
占
く
な
っ
て
い

′・、′．
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
―
日
に
製
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。
五
　
な
い
か
試
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

一　
　
―

・
ヽ

・〓
・「
「
―

「
―
―
―

‐
　
　
―

　
‐

―

―
「
―

「
『
「
■

――
―
―
―
―
―
―

一

一‐
一」翻
畔
匿
陽
は
Ｍ
嘔
一設
始
ま
る
一

農
林
基
盤
整
備
の
一
環
と
し
て
、　
本
年
度
は
野
尻
地
区

に

「林
業
セ
ン
タ
ー
」
を
建
設
し
て
い
ま
す
。
林
業
に
関
し
た
技

術
研
修
に
使
わ
れ
る
ほ
か
、
会
議
や
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場

と
し
て
も
、
町
民
の
だ
れ
も
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
多
目
的
な

施
設
で
す
。
場
所
は
野
尻
小
学
校
の
前
。
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

平
屋
建
て
三
百
二
十
平
方
研
）
総
工
費
は
約
二
千
六
百
六
卜
万

円
ｃ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

〈Ｕ

昨
年
十
月
か
ら
建
設
し
て
い
た
河
原
小
学
校
が
五
月

に
完
成
し
ま
し
た
。
新
校
合
は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
平

屋
建
て
、
延
べ
面
積
は
六
百
八
卜
平
方
材
。
旧
校
合
よ

り
ひ
と
回
わ
り
小
さ
い
よ
う
で
す
が
内
容
は
デ
ラ
ッ
ク

ス
。
普
通
教
室
、
視
聴
覚

‥
音
楽
室
な
ど
が
合
理
的
に

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
床
や
壁
、
採
光
に
は
い

ま
ま
で
の
校
舎
に
見
ら
れ
な
い
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
総
工
費

一
億

一
千
五
百
万
円
。

，日

「
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「
「
「
「
劇
「
「
「
引
「
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「
引
「
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「
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＝
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＝
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1壼型堕型里 i:堕二
高森峠一帯の災害防止を図るため、県ではこの

ほど内山川の河川を整備する一方、中山川につな

ぐ排水路も完成させました。
含

ロ

= 0

ま
た
／１‐
ｌ
ｉ
年
度
事
業

も
大
半
は
着
上
に
な
り
、

高
森
小
学
校
改
築
や
町
営

住
宅
な
ど
順
調
な
進
捗
を

見
せ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は

一
年
の

町
政
の
足
ど
り
を
写
真
グ

ラ
フ
で
大
ま
か
に
ま
と
め

て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
ｃ

|~面面 :軍雇あ |

1新枝舎が完成 |
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ま
せ
ん
か
？
・

心
臓
は

だ
い

じ
ょ
う

ぶ
？
　
健
康
状
態
は
？
　
そ
の
ほ
か
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
食
事
診
断

も
あ
わ
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
…
…
…
…
…
…
〓
　
　
健
康
な
赤
ち

〓栂
‥期
‥禅
‥硼
」　
ゃ
ん
を
産
ん
で

育
て
る
た
め
に
①
妊
娠
か
ら
出
産
ま
で

の
経
過
②
妊
娠
中
の
労
働
や
生
活
上
の

〓
…
…
…
…
…
〓
　
　
離
乳
は
ど
う
し

，
囃
一
喰
湘
職

・一　
て
必
要
な
の
か
、

い
つ
ご
ろ
始
め
て
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に

注
意
し
た
ら
良
い
の
か
―
―
な
ど
具
体

的
に
教
え
る
と
と
も
に
、
離
乳
食
の
調

理
法
に
つ
い
て
指
導
し
ま
す
。

・
…
…
…
…
…

・
‥
　
　
す
こ
や
か
な
赤

〓捕
・現
指
ｒ報
〓　
ち
ゃ
ん
の
成
長
を

願

っ
て
予
防
接
種
の
受
け
方
、
病
気
と

・
…
‥
…
…
…

・
…
　
　
死
因
の
も

つ
と

一・城
状
姉
湘
職
」
も
多
い
成
人
病
は

早
期
発
見
、
早
期
治
療
が
キ
メ
手
。

血
圧
測
定
や
尿
検
査
、
日
常
生
活
で
の

諸
注
意
、
食
事
指
導
な
ど
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

結
核
療
養
を
す

る
う
え
で
必
要
な

‘

■

治
療
費
、
入

院
相
談
、
そ

の
は
か
の
い

ろ
い
ろ
な
間

題
に
つ
い
て

相
談
を
受
け

ま
す
。

■
…
‥
…
…
…
…
―
　̈
　
子
供
の
ほ
し

¨
家
族
計
画
相
談

一
　

ヽ
テ
ヽ
・よ

ンー

な
い
方
、
出
産
年
齢
、
出
産
季
節
な
ど

計
算
尺
を
使

っ
て
、
上
手
な
受
胎
調
節

診
察
を
受
け
る
お
年
寄
り
た
ち

を
指

導
し
ま

す
。
ま

た
婚
前
の
方
に

は
、
安
心
し
て
結
婚
生
活
に
は
い
る
た

め
、
結
婚
式
、　
ハ
ネ
ム
ー
ン
の
日
ど
り

の
決
め
方
な
ど
を
指
導
し
ま
す
。
梅
毒

検
査
は
無
料
。

一
妊
娠
健
康
相
談

¨

妊
娠
の
健
康
管
理
と

じ
ょ
う
ぶ
な
赤
ち
ゃ
ん

の
出
生
の
た
め
健
康
診

査
を

実
施
し

て
い
ま

す
。妊

娘
中
毒
症
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
・

血
液

型
は
？
　
貧
血
は
あ
り

つ
ま
り
日
本
の
こ
と
を
書
い
た
の
が
倭

人
伝
で
、
独
志
和
人
伝
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
書
は
日
本
の
古
代
を
さ
ぐ

る
重
要
な
吉
と
さ
れ
、
日
本
に
あ

っ
た

邪
馬
台
国

（
や
ま
た
い
こ
く
）
を
中
心

と
す
る
国

々
の
こ
と
が

書
か
れ

て
い

ま
す
。

優
人
伝
が
当
時
の
姿
を
正
し
く
伝
え

て
い
る
か
は
、
は
っ
き
り
と
し
ま
せ
ん

が
、
当
時
、
日
本

で
は
数
多
く
の
部

落

国
家

が
分

立

し
、
邪
馬
台
国
は

こ
の
小
国
家
を
次

第
に
統
合
し
て
行

く
こ
と
に
し
ま
し

た
。　
し
た

が

っ

て
、
こ
の
国
の
地

理
的
地
位
を
め
ぐ

り
、
ま
た
距
離
の

記
事
な
ど
不
正
確

で

あ
る

こ
と

か

ら
、
邪
馬
台
国
は

大
和
か
、
あ
る
い

は
北
九
州
に
あ

っ

た
と
か
の
論
争
が

三
百
五
十
年
も
の

前
か
ら
今
日
ま
で

盛
に
行
わ
れ
、
数
多
く
の
著
書
も
出
て

お
り
ま
す
。

ま
た
邪
馬
台
国
の
土
は
女
王
卑
弥
呼

（
ひ
み
こ
）
で
、
最
近
で
は
女
王
は
天

照
大
神
で
あ
る
と
の
論
や
、
邪
馬
台
国

は
熊
本
の
山
円

（
や
ま
と
）
、
す
な
わ

ち
鹿
本
地
方
と
の
説
、
阿
蘇
の
蘇
陽
町

付
近
説
、
ま
た
菊
水
町
の
ト
ン
カ
ラ
リ

晟錮
我
が
国
の
占
代
の
歴
史
は
占
事
記
お

よ
び
日
本
書
紀
に
代
表
さ
れ
る
記
紀
神

話
で
、
史
実
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
日
本
の
国
の
は
じ
め
の
事
情
を

伝
え
る
資
料
と
し
て
は
記
紀
以
外
に
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
国
の
占
い
歴
史
書

に
は
紀
元
前
後
、
供

（わ
）
日
本
は
多

く
の
国
に
分
か
れ
、　
一
肛
紀
の
中
ご
ろ

倭
奴
国

（わ
の
な
の
く
に
）
の
国
――
が

洪
の
皇
帝
に
貢
物
を
贈
り
、
白
二帝
か
ら

印
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
占
か
れ
て
お

り
ま
す
。

二
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
で
は
漢
が

亡
び
、
呉
、
魂

（ぎ
）、
蜀

（
し
ょ
く
）

の
三
国
が
で
き
、
肌
の
歴
史
を
書
い
た

書
が
魏
志
で
あ
り
、
鉄
人

（わ
じ
ん
）

つ
ま
り
日
本
の
こ
と
を
書
い
た
の
が
倭

人
伝
で
す
。
そ
し
て
債
人

（わ
じ
ん
）

<14>

■
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健
康
で
あ
る
こ
と
は
、
み
ん
な
の
願
い
。
私
た
ち
の
町
に
は
阿
蘇
保
健
所
の

支
所
が
あ
り
、
病
気
の
予
防
の
手
助
け
を
す
る
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受

け
て
い
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
相
談
、
結
核
の
予
防
、
妊
娠
中
の
健
康
相
談

な
ど
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
今
あ
な
た
の
お
役
に
立
つ
も
の
ば
か
り
で
す
。

保
健
所
の
相
談
日
、
受
け
付
け
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
が
、
身
近
か
に

あ
る
保
健
所
を
上
手
に
利
用
し
て
、
健
康
で
し
あ
わ
せ
な
家
庭
を
つ
く
り
ま
し

ょ
う
。
電
話
で
連
絡
を
と
ら
れ
る
と
、
表
以
外
の
日
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

教育巻ミ 今端 としお

耶馬台国と高森色見

ン
遺
構
か
ら
、
邪
馬
台
国
に
関
連
が
あ

る
な
ど
の
諸
説
で
、
ま
こ
と
に
に
ぎ
や

か
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十

一
年
ご
ろ
で
す
が
、
数
回

邪
馬
台
国
に
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る

土
地
を
く
ま
な
く
踏
在
し
、
仏
人
伝
の

中
の
生
起
事
項
を
、
そ
の
地
方
に
残
る

伝
説
、
古
跡
、
出
ｔ
品
、
」口
な
が
い
の

山
河
の
姿
、
地
方
等
か
ら
推
理
し
て
、

邪
馬

台
国
の
所
在

を
つ
き

と
め
よ
う

と
、
東
京
在
住
の
元
海
軍
軍
全
部
参
謀

の
中
堂
観
恵
氏
が
来
町
さ
れ
、
三
日
間

滞
在
し
て
調
査
研
究
さ
れ
、
私
も
少
し

お
手
伝

い
し
ま

し
た
が
、
こ

の
ほ
ど

「
現
地
調
査
、
邪
馬
台
国
」
と
い
う
書

を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。　
一
読
し
ま
し
た

が
興
味
深
く
、
結
論
と
し
て
、
邪
馬
台

国
の
女
王
卑
弥

呼
の
都

し
た
と

こ
ろ

は
、
西
の
山

門

（鹿
本
町
）
の
中

間

で
、
八
女
郡
の
矢
部
付
近
で
あ
り
、
阿

・
…
…
…
…
…
…

　̈
　
か
ら
だ
の
病

一・賄
琳
補
性
郡
職
・一　
気
と
同
じ
よ
う

に
、
心
の
病
気
に
つ
い
て
も
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。
仕
事
に
行
か
な
く
な
っ

た
り
、
学
校
に
行
か
な
く
な
っ
た
り
普

通
の
生
活
と
少
し
変

っ
て
き
た
ら
家
族

の
早
期
発
見
で
早
期
に
治
療
し
ま
し
よ

う
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

一
身
体
障
害
育
成
医
療
相
談

¨

手
足
を
は
じ
め
、
心
臓
病
や
手
術
し

て
治
る
病
気
の
治
療
に
は
公
費
負
担
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
子
供
に
は
治
療
の

時
期
が
あ
り
ま
す
。
適
切
な
治
療
の
た

め
医
師
の
紹
介
な
ど
を
し
ま
す
。

蘇
の
南
郷
地
方
は
そ
の
傍
国
で
あ
る
と

結
論
づ
け
て
あ
り
ま
す
。

前
号
ま
で
阿
蘇
文
書
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
色
見
、
山
鳥
地
方
は
重
要
な
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
こ
と
を
述

べ
ま
し
た

が
、
こ
の
傍
国
の
推
論
に
関
係
が
あ
り

ま
す
の

で
、
中
堂

氏
の
所
論

を
紹
介

し
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

●  ●
″ |
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注
意
③
出
産
の
準
備
④
分
娩
の
な
が
れ

⑤
産
後
の
健
康
管
理
な
ど
を
指
導
。

応
急
手
当
、
精
神
や
運
動
の
発
達
を
説

明
し
ま
す
。

¨
乳
児

・
幼
児
相
談

子
供
の
発

育
は
ど
う
か

運
動
や
精
神

面
の
発
達
は

ど
う
か
、
食

事
や
オ
ャ
ッ

は
？
・

む
し

歯
予
防
の
た

め
に
ブ
ラ
ッ

シ
ン
グ
も
指
導
ｃ

今
年
ほ
ど
穏
やヽ
か
に
迎
え
、
穏
や

か
に
過
ぎ
た
秋
は
な
か
っ
た
。
雨
や

嵐
に
も
せ
か
れ
ず
、
す
べ
て
の
木
の

業
が
み
ん
な
天
方
を
企
う
し
た
大
往

生
の
に
も
似
て
微
中
の
悲

愁
も
な
く
、
む
し
ろ
明
る

く
爽
や
か
に
い
つ
と
は
な

く
静
か
に
枝
を
難
れ
て
い

っ
た
。

そ
う
し
た
林
の
柏
に
忽

然
と
真
由
な
花
が
咲
い
て

い
る
。

「
お
や
？
」
と
私

は
車
を
１１．
め
て
日
を
見
張

っ
た
。
今
ご
ろ
何
の
化
だ
ろ
う
？
急

ぎ
畑
を
よ
ぎ

っ
て
近
づ
い
て
み
る
。

や

っ
ば
り
花
で
は
な
く
、
そ
れ
は
夏

に
咲
い
た
ボ
タ
ン
ブ

ル
の
果
穂
だ

っ

た
。
そ
れ
に
し
て
も
何
と
い
う
美
し

さ
だ
ろ
う
―
折
し
も
供
間
か
ら
洩
れ

た
逆
光
に

す
け
て
、　
輝
や
く

ば
か

り
に
白
く
映
え
て

りヽ
・
　

ま
る
で
満
開
の
梅

Ｃ
　
　
の
林
に
来
た
よ
う

だ

っ
た
。

し

か

し
、
ど
ん
な
に
か
す
か
な
溜
息
に
さ

え
舞
い
立
ち
そ
う
に
は
お
け
て
し
ま

っ
た
そ
の
果
穂
が
、
こ
の
よ
う
に
花

と
も
見
ま
ご
う
姿
で
残

っ
て
い
る
の

は
、
や
は
り
こ
の
秋
が
異
常
な
ま
で

に
穏
や
か
で
あ

っ
た
と
い
う
何
よ
り

の
証
左
で
あ
ろ
う
。

私
は
こ
の
故
郷
の
山
に
住
み
つ
く

よ
う
に
な

っ
て
か
ら
そ
れ
ま
で
は
気

も
つ
か
ず
、
ま
た
気
に
も
と
め
な
か

っ
た
も
の
の
中
に
、
新
し
い
神
秘
的

な
美
を
発
見
し
て
胸
を
打
た
れ
る
こ

と
が
多
く
な

っ
た
。
自
然
は
注
点
深

く
眺
め
る
と
き
ど
ん
な
片
隅
に
も
感

動
を
覚
え
る
も
の
が
満
ち
あ
ふ
れ
て

い
る
。
卓
や
木
の
果
実
や
果
穂
も
そ

の

一
つ
だ
が
、
新
し
い
生
命
を
し

っ

か
り
抱
き
、
や
が
て
風
に
散
り
雨
に

流
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
の
植
物

の
最
後
の
姿
に
さ
え
、
咲
き
誇
る
花

以
上
の
美
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

る
。こ

の
ボ
タ
ン
ブ

ル
の
果
穂
も
明
日

は
も
う
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
最
後

の
瞬
間
ま
で
輝
や
く
美
し
さ
を
保

っ

て
い
る
姿
に
感
激
し
た
私
は
、
ど
ん

な
に
年
を
と

っ
て
も
心
に
だ
け
は
被

の
な
い
と
い
へ
の
道
を
歩
き
た
い
と

思

っ
た
。

町
文
化
財
保
護
委
員

佐
藤
　
武
之

田

田

ロ

ロ

水 火|: 金 本

午
前
９
‐―キ
１
１０
時

午
後
１
時
１
２
時

（第
４
を
の
ぞ
く
）

離
乳
食
相
談

の
み

ヽ
般
関
節
相
談
■
Ｘ
線
撮
影
）

一
産
後
検
診

（産
婦
に
検
尿
実
施
）

一
育
児
学
級

／
　
　
１０
時
Ю
分
，
１２
嗜
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2入に1人が受診

ムダな受診やめよう一

●

老
人
医
療
八
月
分

疾
病
分
類

（通
院
）

医
療
給
付
の
増
加
で
、
町
の
国
保
財
政

は
ピ
ン
チ
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
月
診
療
分
で
医
療
の
状
況
を
見
ま

す
と
、
被
保
険
者
六
千
五
百
六
十
八
人

に
対
す
る
受
診
総
件
数
は
二
千
九
百
三

件
、
お
お
む
ね
二
人
に
一
人
は
医
者
に

か
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
く
に
、
お
年

寄
り
の
医
療
給
付

は
高
く
、
老
人
医

療
受
給
者
六
百
二

卜
二
人
に
対
し
て

六
百
卜
三
件
、
実

に
九
八

・
四
イ
の

高
受
診
率
と
な

っ

て
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、

町
の
国
民
健
康
保

険
か
ら
病
院
に
支
払
っ
た
医
療
費
は
全

体
で
約
三
千
四
百
万
円
で
す
が
、
こ
の

う
ち
老
人
分
は
千
二
百
四
十
万
円
の
巨

額
に
の
ば

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
老
人

一
人
当
た
り
で
見
ま
す

と
二
万
八
千
五
百
三
円
と
な
り
、
全
被

保
険
者
平
均
七
千
四
百
三
十
三
円
に
比

べ
ま
す
と
、
〓
丁

八
倍
と
大
き
な
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
お
年
寄
り
が
無
料
と
思

っ
て
ム
グ
な
診
療
や
、
薬
剤
を
受
け
ら

れ
る
と
、
必
然
的
に
国
民
健
康
保
険
に

は
ね
返
り
、
高
額
な
保
険
税
が
賦
課
さ

れ
る
結
果
と
な
る
わ
け
で
す
。

町
で
は
皆
さ
ん
方
の
負
担
を
少
し
で

も
軽
く
す
る
た
め
、
必
要
最
少
限
に
保

険
税
の
賦
課
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
現

在
の
状
態
で
、
医
療
費
が
上
昇
し
ま
す

と
、
町
の
国
保
財
政
は
赤
字
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
こ
ん
ご
大
幅
な
増
税
を

押
え
る
た
め
に
も
、
国
保
運
営
に
十
分

ご
理
解
い
た
だ
き
、　
疾
病
の
早
期

発

見
、
早
期
治
療
に
努
め
、
お
互
い
が
必

要
以
上
の
診
療
を
な
く
す
よ
う
に
心
が

け
て
は
し
い
も
の
で
す
。

さ
ら
に
、　
こ
れ

ら
展
示

部
門
に
加

え
、
第
二
回
町
民
音
楽
祭
も
同
会
場
で

開
か
れ
、
大
勢
の
観
客
が
つ
め
か
け
ま

し
た
。
出
場
者
も
昨
年
よ
り
五
十
人
余

り
ふ
え
て
約
二
百
人
に
な

っ
た
た
め
、

日
程
を
二
日
の
夜
と
三
日
の
昼
に
分
け

て
開
催
、
こ
の
夏
の
風
鎮
祭
に
初
登
場

し
た
風
鎮
太
技
を
は
じ
め
等
山
、

「一
―

ラ
ス
、
民
謡
、
歌
謡
曲
、　
フ
“
―
ク
ソ

ン
グ
、
．ハ
ン
ド
演
奏
、
歌
曲
な
ど
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。

な
か
で
も

お
楽
し
み

コ
ー
ナ
ー

の

″
歌
は
世
に
つ
れ
“
は
、
馬
原
広
師
の

名
司
会
と
テ
デ
ィ
池
谷
の
ピ
ア
ノ
演
奏

の
息
が
び

っ
た
り
で
、
大
き
な
拍
手
と

歓
声
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

●

新
　
生
　
物

内
分
２
．
茉
■
及
び
代
謝

の
■
■

精

神

障

害

神

“

系

及

び

感

党

器

の

疾

ι

循
環
器

の
疾
患

呼
吸
器
系

の
疾
患

″

膚

及

び

女

ド

組

織

の

■

４

妨
――
脩
ネ
及
び

，
ス
¨
範

め
ム
■

診
断
不
明
確

作
品
が
展
示
さ
れ
た
会
場

グ
リ
ー
ン
コ
ー
ラ
ス
の
発
表

町
ぐ
る
み
の

″芸
術
の
祭
典
″
と
し

て
毎
年
好
評
を
博
し
て
い
る
高
森
町
文

化
祭
は
十

一
月
二
、
四
の
両
日
、
畜
産

セ
ン
タ
ー

と
高
森
中
体
育
館
で
開
か
れ

大
勢
の
参
観
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

文
化
的
な
創
作
、
趣
味
の
作
品
を

一

堂
に
集
め
、
お
互
い
の
交
流
を
図
る
こ

の
文
化
祭
も
今
年
で
十
回
目
。
主
会
場

の
畜
産
セ

ン
タ
ー

に
は
、　
水
桶
や
面

桶
、
鞍
、
御
糧

（
お
ひ
つ
）
、
た
ら
い

な
ど
昔
懐
か
し
い
、
生
活
用
具
な
ど
を

集
め
た
郷
土
資
料
展
ほ
か
、
絵
画
、
書

道
、
盆
我
、
写
真
、　
い
け
花
、
手
芸
な

ど
十
二
部
門
に
わ
た
る
約
七
百
点
の
力

作
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
と
く
に
今
年

は
木
工
細
工
展
が
登
場
。
結
薄
者
史
生

施
設

「高
査
寮
」
生
ら
が
作

っ
た
■
枚

木
棋
細
工
も
人
目
を
引
き
ま
し
た
。

一
方
、
高
森
中
体
育
館
の
会
場
で
は

民
鎮
祭
ち
び
っ
こ
ス
ケ
ッ
チ
大
会
の
入

賞
、
入
選
作
品
と
町
内
小
中
学
生
の
絵

画
、
書
道
、
合
せ
て
約
二
百
五
十
点
が

展
示
さ
れ
、
父
母
に
連
れ
添

っ
た
子
供

た
ち
で
い
っ
ば
い
で
し
た
。

電
話
機
の
特
性

受
話
機
を
取
り
上
げ
て
か
ら
、
二
十

五
秒
ぐ
ら
い
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
さ
な
い
で

放

っ
て
お
く
と
、
電
話
は
ひ
と
り
で
切

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
ダ
イ
ヤ
ル
を

回
し
始
め
て
か
ら
、
一た
秒
以
上
途
中
で

回
す
の
を
止
め
て
に
る
と
、
同
じ
く
『

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

さ
ら
に
タ
イ
ヤ
ル
を
回
し
終

っ
て
、

呼
び
出
し
の
信
号
が
五
秒
か
ら
遅
い
と

き
は
十
五
秒
ぐ
ら
い
聞
え
て
こ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
電
話
器
の

故
障
で
は
な
く
、
交
換
機
が
相
手
方
の

電
話
番
号
を
探
し
て
い
る
た
め
で
す
。

I '' 'lr'1. i::
町文化祭

趣
味
の
作
品
な
ど
展
示

音
楽
祭
も
二
年
目
で
盛
り
上
る
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た
ば
こ
養
蚕
協
議
会
の
会
場

た
ば
こ
栽
培
と
、
桑
日
経

営
は
統
合
し
、
双
方
の
農
家

に
と
っ
て
頭
の
痛
い
と

こ

ろ
。
と
も
に
町
が
奨
励
し
て

い
る
有
望
作
目
だ
け
に
、
協

調
の
精
神
で
問
題
解
決
が
カ

ギ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
来
春

の
た
ば
こ
ホ
場
決
定
を
前
に

十

一
月
九
日
、
町
た
ば
こ
養

蚕
協
議
会

（会
長

・
岩
下
町

長
）
が
役
場
会
議
室
で
開
か

れ
、
五
十
四
年
度
の
事
業
計

画

な
ど
を

決
め
ま

し
た
。

町
内
の
葉
た
ば
こ
戦
培
豊
家
は
、　
日

遠
川
三
百
十
た
戸
ｃ
面
積
は
百
二
十
八

耳
こ
　
一
方
、
養
蚕
農
家
は
四
―
四
Ｐ
で

四
十
三
イ
の
面
積
。
と
も
に
町
農
業
を

支
え
る
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
我
培
地
が
台
地
、
中
山
間
部

を
適
地
と
し
て
い
る
た
め
、
ホ
場
が
競

合
す
る
例
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
ば
こ

か
ら
は
ニ
コ
チ
ン
、
ト
リ
メ
テ
ル
ア
ミ

ン
が
発
故
し
、
隣
接
す
る
桑
旧
な
ど
に

飛
び
散
り
、
桑
業
に
く

っ
つ
き
、
こ
れ

ら
は
カ
イ
コ
に
と
っ
て
有
害
。
た
ば
こ

耕
作
農
家
と
養
蚕
農
家
が
と
な
り
合
う

会
に
は
六
十
二
人
が
応
募
、
こ
の
中
か

ら
後
藤
さ
ん
ら
十
人
が
原
稿
審
査
に
合

格
し
て
、
さ
る
十

一
月
十

一
日
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
熊
本
放
送
会
館
第
ニ
ス
タ
ジ
オ
で
主

張
の
内
容
、
話
術
、
態
度
な
ど
の
審
査

を
受
け
ま
し
た
。

後
藤
さ
ん
の
テ
ー
マ
は

「
わ
た
し
の

選
ん
だ
道
」
で
、
子
供
た
ち
と
農
作
業

を
と
お
し
て
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を
書
き

出
し
に
、
施
設
の
保
母
と
し
て
将
来
の

生
き
方
を
決
定
づ
け
た
動
機
、
喜
び
な

ど
が
力
強
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

後
藤
さ
ん
は
河
原
の
出
身
で
不
二
月

さ
ん
（四
五
）
の
長
女
。
中
九
州
短
期
大
学

幼
児
教
育
学
科
を
卒
業
し
た
の
ち
、
現

在
の
職
場
に
開
所
当
時
か
ら
勤
務
し
て

と
こ
ろ
で
は
大
問
題

と
な
っ
て

い
ま

す
。こ

の
た
め
町
た
ば
こ
養
蚕
協
議
会
が

つ
く
ら
れ
、
話
し
合
い
に
よ
る
問
題
解

決
に
当
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

協
議
会
に
は
森
田
高
森
町
農
協
長
、

本
田
た
ば
こ
育
苗
組
合
長
、
檜
木
野
養

蚕
色
見
支
部
長
ら
二
十
人
が
出
席
、
対

策
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

こ
の
結
果
０
タ
バ
コ
の
ホ
場
は
桑
園

か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
を
選
ぶ
②

一
定
距

離
内
に
、
た
ば
こ
、
桑
を
新
殖
し
ょ
う

と
す
る
場
合
は
、
ホ
場
決
定
前
に
標
識

（
た
ば
こ
赤
、
桑
は
青
の
三
角
布
）
を

揚
げ
協
議
す
る
０

一
定
距
離
以
内
の
場

合
は
ホ
場
代
替
の
斡
旋
を
行
い
、
や
む

を
得
な
い
場
合
は
両
者
で
防
護
サ
ク
の

設
置
な
ど
の
予
防
措
置
を
図
る
―
な
ど

の
方
針
を
決
め
ま
し
た
。

町
内
往
復
）
が
午
後

一
時
十
分
に
ス
タ

ー
ト
し
た
あ
と
、
五
♂
組

（高
森
高
校

―
休
暇
村
）
、
二
♂

（村
島
坂
―
休
暇

村
）
が
同

一
時
半
に
出
発
し
て
ゴ
ー
ル

め
ざ
し
ま
し
た
。
沿
道
に
は
参
加
選
手

の
家
族
ら
が
顔
を
見
せ
、
に
ぎ
や
か
な

応
援
風
景
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
上
立
入

賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一十
キ
ロ
〕

，
一
般

・
高
校
０
下
田
勝

己
②
本
田
次
人
③
津
留
明
義

〔五
キ
ロ
〕
▽
一
般

・
高
校
男
子
０
林

隆
昌
②
倉
岡
英
夫
０
岩
下
寛

一
〉
同
女

子
０
松
山
尚
代
②
峯
や
よ
０
田
尻
悦
▽

同
中
学
男
子
０
宇
藤
康
博
②
佐
藤
雄

一

０
三
森
祐
時

〔
ニ
キ
ロ
〕
小
学
男
子
０
積
隼
人
②
児

玉
秀
昭
０
瀬
井

一
二
三
▽
同
女
子
０
児

玉
由
美
②
高
月
清
美
０
佐
伯
樹
▽
中
学

女
子
０
篠
田
由
美
②
今
村
信
代
０
後
藤

久
美
＝
写
真
は
休
暇
村
の
ゴ
ー
ル
め
ざ

し
て
走
る
子
供
た
ち

わ
た
し
の
選
ん
だ
道

利
メ
鯖
後
藤
さ
ん
が
県
代
表
に

精
神
薄
弱
者
更
生
施
設

「
高
森
寮
」

の
指
導
員
、
後
藤

一
恵
さ
ん
（
二
二
）
は
第

二
十
五
回
Ｎ
Ｈ
Ｋ
青
年
の
主
張
全
国
コ

ン
ク
ー
ル
熊
本
県
大
会
に
応
募
し
て
み

ご
と
最
優
秀
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
青
年
自
身
が
何

を
感
じ
、
何
を
考
え
て
い
る
か
を

一
般

の
人
々
に
強
く
訴
え
る
と
と
も
に
、
現

代
の
若
い
世
代
の
清
新
か
つ
建
設
的
な

意
見
を
交
換
す
る
こ
と
を
目
的
に
毎
年

行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
県
大
会
の
最

優
秀
者
は
九
州
地
方
大
会
に
出
場
で
き

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
熊
本
県
大

後藤―恵さん

話
し
合
い
で
解
決

ヘ

競
合
す
る
た
ば
こ

・
養
蚕

●

●

町協議会

い
ま
す
＾

南
阿
蘇
国
民
体
暇
村
、
オ
ー
プ
ン
記

念
第
二
回
マ
ラ
ソ
ン
大
会

（
町
体
育
協

会

・
町
教
育
委
員
会
主
催
）
は
十

一
月

十
九
日
、
小
学

一
年
生
か
ら
七
十
二
茂

の
お
年
寄
り
ま
で
二
百
八
十
五
人
が
参

加
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

レ
ー
ス
は
ま
ず
十
キ
ロ
組

（休
暇
村
―

老
人
、
女
性
も

元

気

に
完

走

一一
国
民
休
暇
村
オ
ー
プ
ン

」

一一
記
念
第
二
回
マ
ラ
ツ
ン

一
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