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肥

後

狂

句

味
覚
の
秋
、
小
包
に
す
る
親
心

物
好
き
が
、
泣
い
て
加
勢
さ
す
内
輪
揉
め

味
覚
の
秋
、
虫
歯
の
修
理
急
が
ん
と

物
好
き
が
、
オ
カ
マ
に
手
切
金
の
要
る

途
中
下
車
、
こ
り
か
ら
先
ァ
離
崩
れ

味
覚
の
秋
、
隣
り
も
サ
ン
マ
焼
く
煙
り

紙
、
し
み
た
家
系
の
残

っ
と
る

惜
し
さ
惜
し
さ
、
確
か
に
渕
の
主
だ
っ
た

″
　
　
　
　
　
　
レ
フ
ト
ポ
ー
ル
の
す
ぐ
左

紙
、　
一
枚
で
征
く
日
も
あ

っ
た

つ
ま
ら
ん
、
喜
ぶ
親
の
も
う
居
ら
ん

″
　
　
　
　
意
見
す
る
し
こ
憎
ま
る
る
・

俳

　

句

拭
ひ
去
る
雲
に
紅
葉
の
色
生
れ

句
に
曳
か
れ
日
向
の
秋
も
三
度
三
度

雲
海
に
答
ゆ
る
山
の
大
絵
巻
き

こ
こ
に
侍
ち
離
れ
て
侍
ち
て
見
る
紅
葉

棚
雲
の
上
に
裏
祖
母
か
す
か
な
り

全
山
を
雨
に
洗
は
れ
紅
葉
濃
く

霧
映
ゆ
る
城
趾
の
山
や
遠
紅
葉

も
ぎ
と
ら
れ
句
題
と
な
ら
ず
烏
公

と
る
人
も
な
き
廃
屋
の
柿
た
わ
わ

慕
は
れ
し
紅
葉
も
褪
せ
て
し
ま
ひ
け
り

病
み
勝
ち
の
身
に
冷
え
込
み
の
き
始
め
て

渕
の
上
に
な
ほ

一
と
本
の
紅
葉
燃
え

次
々
に
合
ら
む
紅
や
冬
椿

大
銀
杏
黄
ィ
ば
む
下
に
肩
車

一〓
4,730人
5,001人

・・ 2,623

人 口
-10月 31日 現在―

報
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世帯数…

転入 31

転出 45

出生 12

死亡  6
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せ あ さ つ 起 晴 官 菊 こ 秋 そ あ 鶴 |lt

ん さ だ  イヽ      う ′
ξ の つ

女 よ む 子 女 久 女 江 女 女 女 代 代 女

鵠
婚
服淋
根
予
岳

鎚
け里
鰹
一

′
‐

At

笑

黙
公
子

短

歌村
山
　
田
上
美
ね
子

ｏ
裏
根
子
の
秋
は
千
両
休
暇
村

近
く
に
干
草
刈
り
結
い
す
す
む

ｏ
吾
こ
こ
に
住
め
る
幸
あ
り
裏
阿
蘇
や

清
栄
ら
く
だ
山
　
吾
が
庭
と
し
て

ｏ
一
途
な
る
努
め
の
果
て
の
裏
模
様

味
気
な
き
に
耐
ゆ
之
も
人
生

（ご
×
寄
Ｘ
付
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

高
森
町
社
会
福
祉
協
議
会

へ
次
の
方

々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▽
色
見
中
園
の
緒
方
武
文
さ
ん
か
ら

六
父
、
新
又
さ
ん
。
９４
歳
死
去
）

▽
色
見
西
丁
の
宅
藤
虎
夫
さ
ん
か
ら

（妻
、　
マ
サ
エ
さ
ん
。
４０
歳
死
去
）

〉
高
森
昭
和
の
光
永
直
保
さ
ん
か
ら

（姉
、
タ
ヨ
さ
ん
。
５５
歳
死
去
）

▽
高
森
上
町
の
渡
辺
栄
滋
さ
ん
か
ら

（母
、
テ
イ
さ
ん
。
７８
歳
死
去
）

▽
色
見
井
上
の
住
吉
味
光
さ
ん
か
ら

（父
、
定
丸
さ
ん
。
６５
歳
死
去
）

▽
色
見
中
国
の
本
田
寿
幸
さ
ん
か
ら

（父
、
俊
恵
さ
ん
。
８５
歳
死
去
）

（以
上
、
香
典
返
し
）

▽
岩
下
徳
雄
さ
ん
と
田
上
正
尭
さ
ん
か

ら

（盆
栽
販
売
の
益
金
を
）

〉
下
切
の
甲
斐
聡
さ
ん
か
ら

〉
高
森
上
町
の
志
柿
フ
サ
エ
さ
ん
か
ら

（以
上
、
病
気
見
舞
の
返
礼
と
し
て
）

そ
の
他
の
寄
付

▽
河
原
の
吉
良
山
重
さ
ん
か
ら

（香
典
返
し
と
し
て
福
寿
会

へ
）

〉
高
森
昭
和
の
佐
藤
民
生
さ
ん
か
ら

∧
香
典
返
し
と
し
て
町
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会

へ
∨

S52.10.16～ 11.15受付
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銀
杏
落
葉
散
り
し
く
中
に
踏
み
入
れ
ず

今
日
も
ま
た
時
雨
れ
て
日
和
定
ま
ら
ず

一
枚
の
紅
葉
柩
の
屋
根
に
あ
り

民
宿
の

「看
板
も
み
じ
」
冬
も
み
じ

満
天
星
の
紅
葉
に
日
和
も
も
ち
な
ほ
し

生

宇藤 虎夫

渡邊 栄滋

光永 直保

井芹 芳孝

本田 壽幸

住吉シズ子

佐藤 次俊

甲斐 ミキエ

吉良山 重

野尻スエ子

(出 生児)

嘉一郎

光 輝

美 樹

千登勢

(性別)(生年月日)

52.10.13

52.10.14

52.10.16

52.10.21

52.10.24

52.11. 3

52.10. 7

52.10.13

52.10.19

′年 rヽ死 亡ヽ
齢ヽ八年月日ノ

40  52.10.15

78  52.10.22

55  52.10.31

36  52.11. 4

85  52.ll. 4

65  52.11. 9

85  52.11.14

41  52.11. 3

63  52.10.26

51  52.11.11

出

男

男

女

女

男

男

男

女

男

(保護者)

渡部 吉基

相馬 康男

石原 新一

津留 尚三

島田 史郎

二子石竹徳

田上七十三

甲斐 洋男

甲斐 末久

所

和

神

山

留

町

住＜

昭

天

村

津

下 一
章

志

美

博

史

博

悟

郁

利

中

県と「熊本の風土とこころ」編集委員会が県民から募集し

た
｀
熊本の名勝百景、は、10月 30日 締め切られ、「南阿蘇国

民休暇村かを見た根子岳」が11,323通 の応募数で、人気ナン
バーワンに選ばれました。

県観光課が発表したところによると、総投票数は78,069通

で、本町に関したものは、一位「南阿蘇…」以下、43位「木

郷滝」、62位「高森峠から見た南郷谷」 が選定 されて いま

す。同編集委員会では、これら名所百景を基に一冊の本にま

とめ、来年10月 ごろに発刊することにしています。

下

下

留

尾

尾

津
馬 野 瀬 熊

″ 原 尻 井 谷

岳 誓 て 紫
る

人 道 女 雲

目

第 220号

日召禾口52年
死  亡

(住所) (遺  族)(統柄)(死亡者)

宇藤マサエ

渡邊 テイ

光永 タヨ

井芹ナツ子

本田 俊恵

住吉 定丸

山室フサエ

甲斐千鶴雄
■L良 山 ミチ

野尻 一郎

i贋

け

姉
‐
■

人

おば

た

妻

夫

日

町

和

和

国

上

在

中

上

昭

昭

中

井

上

Ｖ
　
、

　

Ｖ

Ｉ
ヽ
　
　
―
　
　
、

お も な 内 容

□ 県道 〔熊本一高森線〕が開通…・

□ 年々上昇する国保の医療費…….

□ 暮らしの中にこんな油断が・……

□ 葉たばこの有害物質に要注意・…

□ 町ぐるみの文化祭にぎわう……

□ 高森の歴史散歩・郷上の博物誌

□ みんなの広場 。解放の力………

１２

月

＝

日

１２

月

１８

日

１２

月

２５

日

１

月

１

日

藤

本

医

院

一

南
阿
⑦
０
０
２
〇

一一

後

藤

医

院

一

南
阿
⑦
０
０
１
９

一

平

田

医

院

一

高
森
②
０
２
１
６

一

馬

原

医

院

一

高
森
②
０
６
４
６

一

０

０

０

０

０

０

０
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河 原

津 留
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水
道
町
起
点
に
延
長
５４
キ

ロ

俵
山
越

え
も
全
面
舗
装

阿
蘇
南
部
住
民
待
望
の
県
道

「熊
本

―
高
森
線
」
が
着
工
以
来
二
十
三
年
ぶ

り
に
完
成
、
十

一
月
九
日
、
久
木
野
村

の
俵
山
峠
に
沢
田
県
知
事
は
じ
め
阿
蘇

南
部
六
カ
町
村
長
ら
関
係
者
約
三
百
人

が
出
席
し
て
、
盛
大
に
開
通
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

こ
の
県
道
は
熊
本
市
水
道
町
を
起
点

に
同
健
軍
町
―
益
城
町
―
西
原
村
―
久

N

◎

西
原
村

大
津
ヘぼ

く
の
部
落
に
も
昨

年

簡
易

水
道
が

完
成

し
、
勢
い
よ
く
ほ
と
ば

し
り
出
る
水
の
音
で
快

い
朝
を
む
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
数
年
前
ま
で
の
石
こ
ろ
と
、
泥
ん

こ
の
通
学
路
も
、
年
ご
と
に
道
幅
も
広

く
な
り
、
ほ
そ
う

さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
幼
い
こ
ろ
の
想
い
出
の
坂
道
も
、

今
で
は
想
像
す
る

こ
と
も

で
き
ま

せ

ん
。父

母
の
話
に
よ
れ
ば
、
ぼ
く
の
部
落

で
は
昔
か
ら
た
び
た
び
水
不
足
に
み
ま

わ
れ
、
日
植
え
の
水
も
な
く
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
や
陸
稲
な
ど
を
作
付
し
て
貧
し

い
生
活
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
水
路
が
改
修
さ
れ
、
揚
水

木
野
村
―
白
水
村
を
経
て
高
森
町
に
至

る
総
延
長
五
四
。
ニ
キ
ロ。
幅
員
は
四
・

二
研
か
ら
八
研
。
熊
本
市
か
ら
西
原
村

戸
締
ま
り
忘
れ
ず
に
／

鏑
察慾
家
庭
ま
わ
り
施
錠
診
断

高
森
ヘ

野△

俵山

農
作
業
の
事
故
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

草
部
中

一
年

遠

山

公

洋

施
設
が
で
き
て
か
ら
は
、
毎
年
計
画
的

に
作
業
が
で
き
、
性
か
な
実
り
の
秋
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た

そ
う
で
す
。

ぼ
く
の
家
に
は
年
と
い
た
＝
け
が
ｔ

ま
す
。
こ
う
し
た
老
人
に
対
し
て
は
、

福
祉
年
金
が
わ
た
り
、
町
か
い
も
い
ろ

ろ

と
面
倒

を
見
て
も

ら
っ
て
い
ま

。
医
者
に
か
か
る
と
き
も
、
町
と
国

全
額
負
担
し
て
く
れ
る
の
だ
そ
う
で

こ
の
よ
う
に
、
道
を
作
り
、
産
業
を

お
こ
し
、
社
会
の
福
祉
を
よ
り
よ
く
し

て
く
れ
る
の
も
、
国
民
が
い
ろ
い
ろ
の

形
で
ヽ
納
め
た
税
金
に
よ
っ
て
ま
か
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
、
納
税
は

本
当
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ

成
人
病
の
恐
し
さ
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と‘
へ
の
皆
さ
ん

の
関
心
は
い
さ
さ
か
薄
い
よ
う
な
感
が

し
ま
す
。
病
気
に
な

っ
て
か
ら
で
は
遅

く
、
日
ご
ろ
か
ら
の
心
掛
け
が
大
切
で

す
。
中
年
か
ら
初
老
と
も
な
れ
ば
、
い

か
に
健
康
体
を
自
負
し
て
い
て
も
、
折

に
ふ
れ
血
圧
測
定
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

年

一
回
役
場
当
局
の
検
診
は
あ
り
ま

す
が
、
血
圧
測
定
は
年

一
回
で
は
い
さ

さ
か
心
細
い
と
思
い
ま
す
。
当
町
は
幸

い
阿
蘇
保
健
所
の
支
所
も
あ
る
こ
と
で

す
し
、
こ
う
し
た
公
の
施
設
を
通
じ
て

自
己
の
体
調
を
知
っ
て
お
く
よ
う
心
掛

け
た
い
も
の
で
す
。

と
も
か
く
、
転
ば
ぬ
先
の
杖
。
ま
ず

健
康
第

一
、
自
ら
の
健
康
を
確
め
て
安

心
し
て
仕
事
に
精
出
し
ま
し
よ
う
。
顧

り
み
ま
す
と
、
身
近
い
世
間
に
手
遅
れ

の
幾
多
の
実
例
を
見
聞
き
し
ま
す
。

成
人
病
に
関
し
た
病
気
は
予
告
な
し

に
や
っ
て
き
ま
す
ｃ
十
分
こ
の
こ
と
ヘ

の
関
心
を
強
め
ま
し
ょ
う
。

横
町
　
森
川

末
広

（６３
）

社
会
の
建
設
に
努
力
す
る
意
欲
に
み

ち
た
人
間
の
育
成
に
努
め

ま
す
。
そ
の
た
め
、
各
学

年
ご
と
に
次
の
よ
う
な
目

標
を
た
て
て
い
ま
す
。

〔
一
年
の
目
標
〕
①
差
別

認
識
を
持
た
せ
、
差
別
を

見
抜
く
力
を
育
て
る
②
同

和
教
育
の
ね
ら
い
と
意
義

を
理
解
さ
せ
る
。

▽
指
導
上
の
観
点
　
④

新
し
い
友
人
関
係
、
新
し

い
学
校
生
活
、
生
活
領
域

に
対
す
る
偏
見
、
差
別
を

通
し
て
差
別
に
対
す
る
認

識
を
高
め
る
Ｏ
差
別
や
不

適
応
か
ら
く
る
人
間
関
係

を
阻
害
す
る
事
象
を
み
ん

な
で
排
除
し
よ
う
と
す
る
民
主
的
学

級
集
団
づ
く
り
に
つ
と
め
る
０
部
落

差
別
の
実
態
に
ふ
れ
、
同
和
問
題
と

は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

〔
二
年
の
目
標
〕
①
部
落
の
歴
史
を

正
し
く
認
識
し
、
部
落
差
別
の
実
態

を
把
握
さ
せ
る
②
差
別
を
見
抜
き
、

排
除
し
て
い
く
態
度
を
養
う
。

税
と
そ
の
恩
恵

す が す い

に
か
け
て
は
比
較
的
に

順
調
な
進
捗
を
見
ま
し

た
が
、
南
外
輪
山
越
え

の
区
間
は
俵
山
峠

な

ど
、
道
の
な
い
と
こ
ろ

に
道
を
新
設
す
る
い
わ

ゆ
る

″突
込
み
工
事
″
の
難
工
事
だ

っ

た
こ
と
な
ど
で
遅
々
と
進
み
ま
せ
ん
で

し
た
。

よ
う
や
く
軌
道
に
乗

っ
た

の

は
、
西
原
村
側
に
自
衛
隊
の
部
外
工
事

が
導
入
さ
れ
た
四
十
六
年
ご
ろ
か
ら
。

以
後
は
関
係
町
村
の
働
き
か
け
も
強
ま

っ
て
、
南
郷
側
の
舗
装
と
も
急
ピ
ッ
チ

で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ほ
ど
舗
装
工
事
が
終
わ
っ
た
西

原
村
小
森
―
久
木
野
村
岸
野
間
十
四
♂

の
総
事
業
費
は
約
九
億
二
千
万
円
。
こ

れ
ま
で
本
町
か
ら
西
原
村
や
益
城
町
に

出
る
場
合
、
い
っ
た
ん
国
道
五
七
号
線

へ
出
て
大
津
町
を
経
由
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
道
路
の
開
通
に
よ
っ
て
道
の

り
で
約
四
♂
、
車
で
約
十
分
が
短
縮
に

な
り
ま
し
た
。

ま
た
同
県
道
の
俵
山
峠
越
え
で
は
、

眼
下
に
雄
大
な
南
郷
谷
、
熊
本
平
野
が

一
望
で
き
る
た
め
、
新
観
光
ル
ー
ト
と

し
て
も
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
て
い
ま

す
ｃ

こ
の
ほ
ど
町
に

「農
作
業
安
全
推
進

協
議
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
町
内
で

は
最
近
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
耕
運
機
に
よ

る
死
亡
事
故
を
は
じ
め
と
し
て
、
農
業

機
械
に
よ
る
ケ
ガ
が
日
立
っ
て
ふ
え
て

き
て
い
ま
す
ｃ
そ
こ
で
同
協
議
会
で
は

当
面
次
の
三
項
目
を
十
分
守
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。
ご
協
力
く
だ
さ
い

秋
の
防
犯
運
動
が
十
月
二
十
七
日
か

ら
十

一
月
二
日
に
か
け
全
国

一
斉
に
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
高
森
警
察
署
で
も
期

間
中
に
防
犯
連
絡
員
や
婦
人
会
な
ど
と

い
っ
し
ょ
に
盗
犯
防
止
重
点
地
区
の
旭

通
り
を
回
り
、
各
家
庭
の
出
入
口
や
窓

の
施
錠
の
状
態
な
ど

を
診
断

し
ま
し

た
。回

っ
た
家
で
は
、
錠
は
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に

錠
の
か
け
ら
れ
て
い
た
家
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
ま
た
出
入
日
の
戸
が
空
い
た
ま

０
ト
ラ
ク
タ
ー
等
の
運
転
前
に
は
必

ず
機
械
の
整
備
点
検
を
す
る
こ
と
。

②
カ
ッ
タ
ー
等
の
作
業
に
は
、　
前

掛
、
手
袋
を
し
な
い
こ
と
。

０
ト
ラ
ク
タ
ー
や
発
動
機
の
修
理
や

掃
除
の
際
は
、
必
ず

エ
ン
ジ
ン
を
停
止

し
て
行
う
こ
と
。

ま
外
出
し
て
い
る
家
庭
も
多
く
見
受
け

ら
れ
ま
し
た
。
署
員
ら
は
留
守
の
家
に

は
防
犯
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
診
断
カ

ー
ド
を
置
き
、
家
人
が
い
る
と
こ
ろ
で

は
パ
ン
フ
レ
ン
ト
を
配
る
な
ど
し
て
侵

入
盗
の
防
止
を
指
導
し
て
い
ま
し
た
。

▽
指
導
上
の
観
点
　
の
部
落
の
歴

史
を
徳
川
県
藩
体
制
と
の
関
連
を
考
・

慮
し
て
指
導
す
る
０
部
落
差
別
に
つ

い
て
は
実
態
的
差
別
、
心
理
的
差
別

の
両
面
か
ら
指
導
す
る
⑥
地
域
住
民

や
自
分
た
ち
の
課
題
と
関
連
さ
せ
な

が
ら
現
代
社
会
に
お
け
る
差
別
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
。

〔三
年
の
目
標
〕
①
同
和
問
題
の
完
．

全
解

消
を
め
ざ
す
人
間

を
育
成
す

る
ｃ

〉
指
導
上
の
観
点
　
④

明
治
以
後
の
同
和
対
策
の

経
過
を
解
放
運
動
の
推
移

の
中
で
学
ば
せ
る
Ｏ
現
代

社
会
に
お
け
る
部
落
差
別

の
事
象
や
実
態
を
通
し
て

市
民
的
権
利
の
保
障
に
つ

い
て
具
体
的
に
指
導
す
る

０
同
和
対
策
事
業
が
国
民

的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、

地
方
向
治
行
政
の
取
り
組

み
を

と
お
し
て
指
導

す

る
ｃ

∧
努
力
点
∨
　
①
差
別
を

許
さ
な
い
学
級
集
団
づ
く

り
に
努
め
る
②
差
別
の
現

実
に
学
び
な
が
ら
教
師
の

自
己
変
革
に
努
め
る

（地
区
に
出
か

け
た
り
、　
毎
月
の
校
内
研
修

を
徹

底
）
③

一
般
地
区
の
部
落
懇
談
会
等

を
行
い
、
保
護
者
の
啓
蒙
に
努
め
る

④
資
料

「
に
ん
げ
ん
」
の
活
用
を
図

り
顕
現
指
導
を
強
化
す
る
。

●  ●

●  ●

か
り
ま
し
た
ｃ

ぼ
く
た
ち
は
、
大
人
の
人
々
が
額
に

汁
し
て
納
め
ら
れ
た
税
金
に
よ
っ
て
、

作
ら
れ
た
公
共
施
設
を
大
切
に
し
、
効

果
的
に
利
用
し
た
い
も
の
で
す
。

「健
　
康
」

関

′い

持

|

ル
」

フヽ

眺め抜群 (′)・ 県道熊本一高森線

被
差
別
部
落

に
集
約
さ
れ
て

い
る
い
っ
さ
い

の
差
別
を
排
除

す
る
た
め
、
現

代
社
会
の
不
平

等
、
不
合
理
、

矛
盾
な
ど
に
鋭

い

メ
ス
を

加

え
、
民
主
的
な本校の同和教育推進

高森中学校長 松  野    清

「根子岳と校舎」

上色見小 5年 佐 伯 樹

フ Ц

O「『

とじまりを呼びかける署員ら

税の作文コンクール
入  選  作  品
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県
最
低
賃
金
は

二
千
八
十
七
円
に

熊
本
県
最
低
賃
金
は
、
日
額
二
十
八

十
七
円
に
改
正
さ
れ
、
十
月
二
十
四
日

か
ら
効
力
が
発
生
し
ま
し
た
。

し
た
が

っ
て
、
現
在
適
用
さ
れ
て
い

る
産
業
別
最
低
賃
金
が
二
千
八
十
七
円

を
下
回
る
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
額
に

引
上
げ
ら
軌
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
熊
本
労
働
基
準
局
賃
金
課

（
審
〇
九
六
三
⑮
三

一
八

一
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

．
県

産
業
開

発
青

年

隊

員

を
募
集

県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所
で
は
五

十
三
年

度
の
隊
員

を
募
集
し

て
い
ま

す
。
同
所
で
は
技
術
学
科
の
ほ
か
工
事

実
習
を
通
じ
て
、
実
践
力
を
養
い
、
建

設
技
術
者
と
し
て
実
地
指
導
に
役
立
つ

技
術
な
ら
び
に
建
設
機
械
の
施
工
と
運

転
技
術
を
習
得
さ
せ
、
心
豊
か
な
社
会

人
を
育
成
し
ま
す
。
修
業
期
間
は

一
年

で
全
寮
制
で
す
。

【
応
募
資
格
】
県
内
居
住
の
Ｆ
八
蔵
か

ら
二
十
五
歳
の
独
身
鳴
子
で
、
高
卒
程

度
の
学
力
の
あ
る
人

【
募
集
人
員
】
五
十
人
（
一
般
四
十
人
、

市
町
村
委
託
十
人
）

【
募
集
期
間
】
十

一
月

一
日
か
ら
五
十

二
年

一
月
二
十

一
日

【
試
験
日
】
五
十
三
年
二
月
五
日

◎
詳
細
に
つ
い
て
は
菊
池
郡
大
津
町
大

津
、
熊
本
県
産
業
開
発
青
年
隊
訓
練
所

奮

（〇
九
六
二
九
③
二
四
四
四
）

へ
。

成

人

式

に

帰

郷

さ

れ

る
方

は
ご
連
絡
を

町
で
は
満
二
十
歳
に
な
っ
た
人
を
祝

い
励
ま
す
た
め
、　
一
月
十
五
日
に
畜
産

セ
ン
タ
ー
で
成
人
式
を
行
い
ま
す
。

住
民
票
調
べ
に
よ
る
と
、
こ
と
し
の

該
当
者
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
二
日

か
ら
昭
和
三
十
三
年
四
月

一
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
男
女
、
百
九
人
に
な
っ
て
い

ま
す
。

こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん

案
内
状
を
準
備
し
ま
す
が
、
住
民
票
は

な
く
と
も
、
里
帰
り
で
も
し
て
本
町
の

成
人
式
に
参
加
で
き
る
方
に
も
案
内
状

を
差
し
上
げ
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な

方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
町
教
育
委
員
会

（
雷
②
０
６
１
１
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

河
原
郵
便
局
長
に

な
ら
れ
た瀬

井
幸

一
さ
ん

後
藤
覚
前
局
長
の
あ
と
を
受
け
て

九
州
郵
政
局
長
か
ら
九
月
二
十
二
日

付
で
辞
令
が

発
令
さ
れ
ま

し
た
。

「
不
馴
れ

な
点
が
多
く

た
い
へ
ん
ご

迷
惑
を
お
か

け
し
て
い
ま

す
。
河
原
郵
便
局
は
無
集
配
特
定
郵

便
局
で
、
大
字
河
原
と
尾
下
の
一
部

（牧
戸
、
大
畑
、
馬
渡
）
の
五
百
三

十
四
世
帯
が
対
象
地
区
で
す
。
ほ
と

ん
ど
が
農
家
世
帯
だ
け
に
農
協
と
の

大
津
町

で
無
縁

墳

墓

を

改

葬

大
津
町
長
か
ら
無
縁
墳
墓
の
改
葬
周

知
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
縁
故
者
が
あ

れ
ば
期
日

ま
で
に
届
け
出
て

く
だ
さ

つ
な
が
り
を
深
く
感
じ
ま
す
。
こ
れ

か
ら
は
国
営
貯
蓄
機
関
と
し
て
の
郵

便
貯
金
の
果
た
す
役
割
り
を
理
解
し

て
も
ら
い
、
地
元
に
密
着
し
た

″愛

さ
れ
る
郵
便
局
″
を
目
ざ
し
た
い
と

思

っ
て
い
ま
す
」

瀬
井
局
長
は
町
助
役
瀬
井
浪
夫
氏

の
長
男
。
四
十
五

年
に
中
央
大
学
法

学
部
を
卒
業
し
て

東
京
の
田
村
電
気

製
作
所
に
入
社
。

家
事
の
都
合
で
昨

年
十

一
月
に
退
職

し
て
帰
郷
さ
れ
、

郵
使
ｌｉ‐
―
勤
め
は
今
度
が
初
め
て
。
洒

は
ｆ
ケ
ル
Ｈ
で
つ
き
合
に
は
広
い
そ

う
で
す
。
家
庭
は
ズ
け
と
Ｆ
供
の
五

人
暮
ら
し
も
高
森
町
大
字
唯
下
多
々

野
。
ｉ
ｌ
歳
ｃ

【
改
葬
の
理
由
】
点
在
す
る
墓
地
を
整

備
す
る
た
め

【
改
葬
先
】
大
津
町
大
字
杉
水
字
源
場

九
二

一
の
五

◎
縁
故
者
が
あ
れ
ば
十
二
月
十
五
日

ま
で
に
大
津
町
役
場

（
壼
０
９
６
２
９

③
３
１
１
１
内
線
２
３
）
へ
届
け
て
く

だ
さ
い
。

宮

原

町

で

行
旅
死
亡
人

八
代
郡
宮
原
町
で
行
旅
死
亡
人
を
取

り
扱
ち
て
い
ま
す
。
も
し
、
心
あ
た
り

の
方
は
官
原
町
役
場

へ
照
会
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

死
亡
人
は
二
十
１
三
十
歳
の
男
で
、

大
柄
。
頭
髪
は
多
い
と
思
わ

れ
ま
す

が
、
野
大
に
喰
い
荒
さ
れ
四
散
し
て
い

る
た
め
人
相
と
も
不
詳
。
着
衣
は
白
地

に
ブ
ル
ー
の
点
々
模
様
入
り
長
袖
ポ
ロ

シ
ャ
ツ
に
、　
水
色

ジ
ー
ン
ズ
の
ズ
ボ

ン
。
さ
ら
に
男
物
の
茶
色
革
靴

（
サ
イ

ズ
二
六

・
五
）
を
つ
け
て
い
ま
す
。
所

持
品
は
サ
ン
グ
ラ
ス
に
ラ
イ
タ
ー
、
そ

れ
に
現
金
四
千
七
百
三
十
五
円
。

死
亡
日
時
は
今
年
の
九
月
下
旬
か
ら

十
月
上
旬
と
推
定
さ
れ
、
溢

（
い
）
死

と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
遺
体
は
火
葬
さ
れ
、
同
町
の
西

福
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
包
、
年
賀
状
の

差
出
し
は
お
早
く

年
末
、
年
始
の
郵
便
取
り
扱
い
に
つ

い
て
次
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
…
年
賀
郵
便
の
受
付
け
は
十
二
月
十

五
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
の

年
賀
状
も
押
し
つ
ま
っ
て
か
ら
出
さ
れ

ま
す
と
、
元
旦
配
達
に
間
に
合
わ
な
く

な
り
ま
す
。
土
曜
、
日
曜
日
に
年
賀
状

を
書
く
な

ど
早
目
に
ご
準
備

く
だ
さ

○
…
小
包
は
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。
十
二
月
中
旬
を
過
ぎ

て
出
さ
れ
ま
す
と
、
年
賀
状
の
処
理
と

も
重
な
り
、
た
い
へ
ん
ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
結
果
と
な
り
ま
す
。

∧
高
森
郵
便
局
∨

医
療
費
は
年
々
上
昇
を
続
け
、
町
の

国
民
健
康
保
険
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま

す
。
五
十

一
年
度
決
算
で
は
歳
入
二
億

四
千
三
百
七
十
万
円
、
歳
出
で
二
億
九

百
八
十
三
万
円
と
な
り
、
こ
れ
を
五
十

年
度
に
比
較
す
る
と
、
歳
入
で
二
二
簡

51年度に町が支払った医療費

国
民
健
康
保
険
―
―
病
気
や
ケ
ガ
な
ど

に
よ
る
不
時
の
出
費

に
対
し

て
、
ふ
だ
ん
か
ら
保
険
料
を
出
し
合
い
、
国
も
こ
れ
を
拠
出
し
て
医
療
費

を
負
担
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
五
十

一
年
度

決
算
が
、
さ
き
の
九
月
定
例
町
議
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
と
い
え
ば
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
る
の
が
保
険
税
で
す
。
療
養
件
数
が
ふ
え
れ
ば
、
当
然
、
保
険
税
も
上

が
り
家
計
を
窮
屈
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
五
十

一
年
度
決
算
を
見
な
が
ら
上

昇

一
途
の
医
療
費
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
よ
う
。

一
般

老人嘲驀三
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歳
出
で
二
Ｃ

イ
の
増
加
と

な
り
、
そ
の

著
し
い
ふ
え

方
が
注
Ｈ
さ

れ
ま
す
。
で

は
い
っ
た
い

原
因
は
ど
こ

に
あ
る
の
で

し
よ
う
カ

第

一
は
、

受
診
件
数
が

大
幅
に
ふ
え

て

い

る

こ

と
。
五
十
年

度
は
二
万
八

【
墳
墓
の
所
在
地
】
▽
菊
池
郡
大
津
町

大
字
杉
水

字
下
水
迫

三
五
四

六
―
三

▽
字
下
源
場
八
〇

一
―
二
▽
字
飛
官
八

四
五

【
墓
地
の
名
称
】
①
下
水
迫
墓
地
②
源

場
墓
地
③
下
源
場
墓
地
④
飛
官
墓
地

千
八
十
三
件
だ
っ
た
受
診
数
が
、
五
十

一
年
度
に
は
二
万
九
千
九
百
七
十
七
件

と
、　
一
年
間
に
千
八
百
九
十
四
件
も
ふ

え
ま
し
た
。
こ
の
た
め
支
払

っ
た
療
養

諸
費
は
、
前
年
度
に
比
べ
六
千
百
六
十

八
万
三
千
円
の
増
と
な
り
、
加
え
て
被

保
険
者
は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
た
め
、

一
人
当
た
り
の
療
養
諸
費
は
、
う
な
ぎ

上
り
と
い
ぅ
の
が
現
況
で
す
。

第
二
は
、
気
軽
に
医
者
に
か
か
る
人

が
ふ
え
た
こ
と
。
と
く
に
入
院
は
千
四

百
五
十
五
件
で
、

前
年
度
に
比
べ
百

七
件
の
増
。　
一
件

（
一
人
）
当
た
り

二
十
日
間
入
院
し

た
と
し
て
も
、
平

均
十
二
万
四
千
円

の
費
用
が

必

要

で
、
年
間
の
費
用

額
は

一
億
八
千
万

円
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
全
診
療
費

の
割
合
か
ら
見
れ

ば
四
八

・
五
で
で

す
。
ま
た
通
院
は

二
万
四
千
五
百
六

十

一
件
で
一
件
当

た
り
六
千
六
百
七

十

一
円
が
支
出
さ

れ
、
全
診
療
費
の
割
合
の
四
四
で
。

こ
の
ほ
か
歯
科
診
療
も
依
然
多
く
三

千
五
百
九
十
件
。　
一
件
当
た
り
七
千
八

百
三
十

一
円
が
必
要
で
、
合
計
二
億
七

千
二
百
九
十
万
円
の
保
険
給
付
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
医
療
費
の

交
通
事
故
に
よ
る
治
療
に
も
国

保
は
適
用
さ
れ
ま
す
。

そ
の
場

合
、
治
療
が
終
わ
る
と
、
国
保
が

支
払

っ
た
分
を
加
害
者
か
ら
支
払

受
け
た
い
と
き
は
、
そ
の
旨
す
み

や
か
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

②
第
二
者
行
為
に
よ
る
被
害
届

０
交
通
事
故
証
明

（事
故
発
生

貞́上餅受診は年間1894件の増

苦 しい保険財政に理解を

V一 ｀̈¨`ひ と くち メ モ

っ
て
も
ら
い
ま
す
。

交
通
事
故
に
よ
る
治
療
を
国
保

で
す
る
と
き
は
、
次
の
手
続
き
や

書
類
が
必
要
で
す
。

Ｏ
治
療
を
受
け
る
と
き
、
ま
た

増
高
は
、
成
人
病
と
い
わ
れ
る
高
血

圧
や
事
故
に
よ
る
医
者
通
い
が
日
立
っ

て
多
く
な

っ
た
ほ
か
に
、
医
者
を
転
々

と
変
え
た
り
す
る
人
が
多
い
こ
と
も
受

診
件
数
を
上
昇
さ
せ
る

一
つ
の
原
因
と

地
の
警
察
署
長
の
証
明
）

④
事
故
現
況
報
告
書

※
く
わ
し
い
こ
と
は
町
民
課
国

保
係
八
富
②
０
６
１
１
）
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

な

っ
て
い
ま
す
ｃ

医
者
を
信
頼
し
、
早
期
発
見
。
早
期

治
療
を
受
け
る
な
ど
健
康
管
理
に
努
め

た
い
も
の
で
す
。

老
　
人

医
療
費

私
た
ち
が
病
院
の
窓
口
に
国
民
健
康

保
険
証
を
提
示
し
て
診
療
を
受
け
た
場

合
、
診
療
費
の
三
割
が

一
部
負
担
と
い

う
名
日
の
患
者
負
担
で
、
残
り
の
七
割

の
う
ち
、
お
よ
そ
四
・
五
割
が
国
の
補

助
、
五

・
五
割
が
保
険
者

（町
）
負
担

と
な
り
ま
す
。
保
険
者
負
担
と
い
っ
て

も
国
保
被
保
険
者

一
人

一
人
が
納
め
た

保
険
税
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
、
国
民
健

康
保
険
事
業
が
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
た
だ
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
た

い
こ
と
は
、
お
年
寄
り
が
診
療
を
受
け

た
場
合
、
そ
の
治
療
費
が
全
く
タ
ダ
で

７
割
は
国
保
が
負
担

●
交
通
事
故
で
も
国
保
は
使
え
る

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ｃ

こ
の
こ
と
は
無
料
で
は
な
く
、
町
の

国
民
健
康
保
険
が
そ
の
費
用
の
七
割
を

医
者
に
支
払

っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
民
健
康
保
険
の

台
所
の
や
り
く
り
も
困
難
に
な

っ
て
い

ま
す
。
町
で
は
医
療
費
対
策
と
し
て
、

目
下
、
保
健
婦
を
家
庭
訪
門
さ
せ
、
住

民
の
健
康
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
ど
う
か
国
保
財
政
の
運
営
に

十
分
ご
理
解
い
た
だ
き
、
お
互
い
が
必

要
以
上
の
診
療
を
な
く
す
よ
う
に
心
掛

け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
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厄錮
暮らしの中に

澁蝙核
河
原
村
新
七
翁
は
高
森
町
大
字
河
原

村
に
生
ま
れ
た
肥
後
孝
子
伝
中
の
人
で

現
町
議
の
後
藤
瞭
士
氏
は
翁
の
子
孫
で

す
。肥

後
孝
子
伝
は
寛
文
、
天
明
年
間
、

肥
後
藩
の
孝
子
、
忠
臣
な
ど
の
伝
記
を

中
村
正
尊
が
著
し
た
も
の
で
す
。
河
原

中
学
校
裏
手
で
、
熊
野
宮
の
鳥
居
脇
に

翁
の
墓
と
頌
徳
碑
が
あ
り
ま
す
。
頌
徳

碑
は
安
政
二
年
二
月
、
河
原
村
長

（む

ら
お
さ
）
吉
良
山
定
助
ほ
か

村
人
が
浄
財
を
出
し
建
立
ル

た
も
の
で
、
碑
文
は
河
上
神

社
々
司
藤
原
水
蔭
と
あ
り
、

現
安
藤
宮
司
の
祖
が
書
か
れ

た
も
の
で
す
。
長
い
歳
月
で

碑
は
苔
む
し
て
い
ま
す
が
、

後
藤
家
保
存
の
古
文
書
に
碑

文
の
写
し
が
あ
り
ま
す
。

本
格
的
な
火
災
シ
ー
ズ
ン
入
り
、
各
地
で
は
秋
の

火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
た
ば
か
り
で
す
。
こ
と
し

の
火
災
状
況
は

「
昨
年
に
比
べ
て
火
災
件
数
、
焼
損

面
積
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
火
災
に
よ
る
死
者
は

逆
に
増
加
し
て
い
る
」

と
い
う
一こ
と
で
す
。　
そ
こ

で
、
皆
さ
ん
も
火
を
使
う
器
具
等
の
安
全
点
検
を
徹

底
し
、
わ
が
家
の
防
火
対
策
を

考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

す
ぐ
修
理
し
て
い
ま
す
か
。　
″
ま
だ
使

え
る
″
は
事
故
の
も
と
で
す
。

‥
乳
児
の
い
る

家
庭

で
は
、　
石
油

ト

ー

ブ

に
囲
い
を
し
て

い
ま
す

ち
ょ
っ
と
で
も
留
守
を
す
る
と
き

○
…
使
用
中
の
ま
ま
で
そ
の
場
を
離
れ

て
い
ま
せ
ん
か
。
火
を
つ
け
た
ま
ま
電

話
や
応
対
に
出
て
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
な

ど
に
熱
中
し
て
食
用
油
に
引
火
す
る
例

が
多
く
あ
り
ま
す
。

○
…
ガ
ス
漏
れ
が
な
い
か
確
め
て
み
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
ホ
ー
ス
の
ひ
び

わ
れ
、　
コ
ッ
ク
の
不
完
全
閉
鎖
、
炎
の

立
ち
消
え
な
ど
か
ら
ガ
ス
が
漏
れ
、
引

火
ま
た
は
中
毒
な
ど
を
起
こ
し
ま
す
。

ゴ
ム
ホ
ー
ス
の
交
換
め
や
す
は
二
年
以

内
で
す
。

○
…
ホ
ー
ス
の
接
続
部
に
は
必
ず
ホ
ー

ス
バ
ン
ド
が
付
い
て
い
ま
す
か
。

○
…
プ
ロ
バ
ン
ボ
ン
ベ
は
倒
れ
な
い
よ

う
に
固
定
し
て
あ
り
ま
す
か
。
鎖
や
棚

な
ど
で
し
っ
か
り
お
さ
え
て
お
き
ま
し

ど
こ
か
シ
ョ
ー
ト
し
て
い
る
か
、
使
用

電
力
量
の
オ
ー
バ
ー
と
思
わ
れ
ま
す
。

○
…
た
こ
足
配
線
を
し
て

一
度
に
た
く

さ
ん
の
電
気
器
具
を
使
つ
て
い
ま
せ
ん

カ○
‥
こ
た
つ
や
電
気
が
ま
な
ど
の
ス
イ

ッ
チ
が
熱
を
持

っ
た
り
火
花
が
で
た
り

し
て
い
ま
せ
ん
か
。
シ
ョ
ー
ト
の
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。

○
…
ラ
イ
タ
ー
や

マ
ッ
チ
は
子
供
の

手
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
あ

り
ま
す
か
。

○
…
た
き
火
を
す
る
と
き
は
必
ず
消
火

の
準
備
を
し
て
い
ま
す
か
。

○
…
お
年
寄
り
や
子
供
な
ど
は
安
全
な

と
こ
ろ
に
や
す
ま
せ
て
い
ま
す
か
。

○
…
消
火
器
や
避
難
器
具
は
い
つ
で
も

使
え
る
よ
う
に
訓
練
し
て
い
ま
す
か
。

（参
考
、
防
火
の
手
引
き
）

貸
し
て
も
代
償
を
求
め
ず
、
困
っ
て
い

る
人
を
助
け
、
公
益
の
た
め
に
尽
し
た

の
で
、
宝
暦
七
年

（
一
七
五
七
）
、
藩

公
か
ら
褒
章
を
受
け
た
精
農
家
、
徳
望

家
で
あ
る
と
孝
子
伝
に
は
書
い
て
あ
り

ま
す
。

頌
徳
碑
は
、
河
原
の
人
々
が
翁
の
徳

望
を
し
の
び
、
今
か
ら
百
二
十
二
年
前

の
安
政
二
年
に
建
て
た
も
の
で
、
翁
の

墓
は
新
七
翁
の
四
代
の
孫
、
後
藤

一
角

氏
が
建
て
た
も
の
で
す
。

念
で
あ
る
。

し
か
し
、
お
か
げ
で
モ
マ
を
探
し

て
歩
く
の
は
上
手
に
な
っ
た
。
そ
の

秘
訣
は
、
前
の
晩
に
雪
が
降

っ
た
次

の
朝
、
森
や
林
で
下
を
向
い
て
歩
く

こ
と
で
あ
る
。
モ
マ
の
い
る
と
こ
ろ

は
、
風
も
な
い
の
に
新
し
い
雪
の
上

に
、
木
暦
や
小
枝
な
ど
が
パ
ラ
パ
ラ

と
散
乱
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ

ん
な
と
き
は
上
の
ど
の
木
に
か
樹
洞

が
あ
る
。
そ
れ
が
モ
マ
先
生
の
棲
家

で
あ
る
。

こ
の
ム
サ
サ
ビ
と
よ
く
似
た
も
の

に
モ
モ
ン
ガ
が
い
る
か
、
ず

っ
と
小

型
で
あ
る
。
ど
ち
ら
と
も
前
肢
の
間

に
膜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
広
げ
て
グ

ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う
に
滑
空
す
る
の
で

あ
る
。
強
力
な
投
光
器
を
使
ち
て
そ

の
飛
行
状
態
を

一
度
観
察
し
た
が
、

高
い
木
の
槍
に
一
気
に
駈
け
上
り
、

そ
こ
か
ら
次
の
木

へ
目
標
を
定
め
て

音
も
な
く
飛
翔
す
る
さ
ま
は
、
全
く

″
森
の
忍
者
″
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。

″消
し
忘
れ
″は
な
い
か

○
…
石
油
ス
ト
ー

ブ
に
火
を
つ
け
た

ま
ま
持
ち
運
ん
だ

り
、
給
油
し
た
り

②

教育長 今労寸とし基

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

○
…
危
険
物
の
保
管
は
火
を
使
う
場
所

か
ら
離
れ
た
安
全
な
と
こ
ろ
で
す
か
。

○
…
ま
わ
り
の
燃
え
や
す
い
物
か
ら
安

全
な
距
離
を
と
っ
て
い
ま
す
か
。

○
…
油
も
れ
な
ど
故
障
を
見
つ
け
た
ら

き
め
の
も
の
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

○
…
ブ
レ
ー
カ
ー

（
ま
た
は
ヒ
ュ
ー

ズ
）
が
切
れ
た
と
き
は
原
因
を
確
か
め

て
い
ま
す
か
。
と
き
ど
き
切
れ
る
の
は

る
と
き
、
人
々
休
み
昼
飯
を
食
べ
る
間

も
、
田
畑
の
畦

（あ
ぜ
）
を
め
ぐ
り
、

種
を
ま
き
、
苗
を
植
え
ま
し
た
。
人
々

笑
え
ば
自
分
は
こ
れ
が
楽
し
み
と
努
力

わ
ず
か
の
空
地
も
利
用
し
、
牛
馬
を
養

い
、
後
に
五
十
余
石
の
耕
地
を
受
け
持

ち
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
家
人
二
十
六

人
、
牛
馬
二
十
六
頭
を
養
う
よ
う
に
な

り
、
母
の
た
め
に
部
屋
を
つ
く
り
、
冬

は
暖
か
く
夏
は
涼
し
く
し
、
孝
養
を
尽

し
ま
し
た
。
ま
た
人
に
親
切
で
、
物
を

昼
間
か
ら
準
備

万
端
蓼
え
て
い
て

④
　
も
、
い
つ
飛
び
出

す
か
わ
か
ら
な
い

や
入
空
の
飛
行
機

の
撮
影
と
同
じ
だ
か
ら
、
う
ま
く
ス

ト
ロ
ボ
が
発
光
し
て
も
、
出
来
上
っ

碑
文
は

「
孝
子
新
七
は
阿
蘇
郡
河
原

村
の
貧
民
の
子
な
り
、
幼
な
く
し
て
父

に
お
く
れ
、
母
と
と
も
に
伯
父
の
許
に

居
り
、
よ
う
や
く
人
と
な
る
ま
ま
に
母

に
仕
え
て
、
い
と
孝
を
お
こ
な
い
こ
と

よ
ろ
し
く
、
や
が
て
も
と
住
み
た
る
父

の
家
を
典
し
、
農
事
を
い
そ
し
み
な
し

し
か
ば
、
家
事
次
々
に
栄
え
ぬ
。
か
く

え
り
と
ぞ
、
そ
の
輝
け
る
を
孝
子
伝
と

い
う
書
に
出
で
ぬ
れ
ば
と
て
、
そ
の
あ

ら
ま
し
を
里
人
の
乞
の
ま
ま
に
永
き
代

の
し
る
し
ぞ
と
、
世
々
か
け
て
然
ら
ぬ

も
の
と
、
人
の
子
の
か
が
み
と
な
り
て

よ
き
も
の
な
り
。

安
政
二
年
三
月
、
藤
原
水
蔭
識

（原
文
の
ま
ま
）

河
原
村
新
七
と
は
後
藤
新
七
翁
の
こ

と
で
、
生
来
勤
勉
、
人
に
使
わ
れ
る
身

で
あ
り
な
が
ら
、
人
と
と
も
に
耕
作
す

肥後孝子伝中の人

河原村新七翁

…
…
…
…
…
…
…
Ｌ
　
と
語
り
、　
こ
の

こ
と
を
広
く
き
こ
え
て
、
宝
暦
の
七
と

せ
と
い
う
年
、
物
を
賜
わ
り
て
称
え
給

に
も
住
ん
で
い
る
夜
行

性
の
ほ
乳
動
物
で
、
昼

間
は
た
い
て
い
寝
て
い

る
が
、
夕
方
に
目
を
覚

ま
し
、
ま
ず
ブ
ギ
ャ
ー

と
奇
生
を
発
し
、
木
の

上
か
ら
ボ
ロ
ポ
ロ
と
脱

糞
し
て
、
そ
れ
か
ら
餌

を
求
め
樹
か
ら
樹
へ
空
中
滑
走
の
芸

当
を
や
っ
て
の
け
る
あ
い
き
ょ
う
者

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
習
性
か
ら
、

写
真
を
撮
る
に
は
最
も
難
か
し
い
動

物
で
、
私
も
失
敗
の
連
続
で
あ
る
。

●  ●

●  ●

家
富
つ
き
ぬ
れ

ば
母
の
た
め
に

き

よ
く

一
間

（
い
と
ま
）
を

い
と
な
み
て
身

を
や
す
く
お
ら

し
、
世
に
い
か

に
い
そ
が
し
き

業
あ
る
日
も
、

必
ず
母
の
安
否

を
と
わ
ざ
る
う

ち
に
其
事
を
な

さ
ず
、
ま
た
常

に
人
に
隣
み
の

心
深
け
れ
ば
、

人
み
な
し
る
し新七翁の頌徳碑

○ か ス ○は
必
ず
火
を
消
し
て
い
ま
す
か
。

”聯
�̈
紺
師一

○
…
歩
き
た
ば
こ

や
寝
た
ば
こ
を
し

て
い
ま
せ
ん
か
。
飲
酒
後
は
特
に
家
族

や
同
僚
が
気
を
つ
か
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ

点検と取 り

扱いに注意を

ず
一■
＝

○
…
こ
ん
ろ
の
回

わ
り
に
は
、
ふ
き

ん
や
ベ
ニ
ヤ
板
な
ど
、
燃
え
や
す
い
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
ら
か
じ
め
取

り
除
い
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

『ｉ

○
…
灰
皿
は
大

ム
サ
サ
ビ
と
い
え
ば
知
ら

で
も
、
モ
マ
と
い
え
ば
、
町

ら
皆
さ
ん
ご
存
知
だ
ろ
う
。

社
の
森
や
人
家
近
く
　
・

一
〇
…
く
わ
え
た

一
ば
こ
で
歩
い
た

一
り
、
作
業
を
し

一
て
い
ま

せ

ん

一
か
。　
″喫
煙
は

一
灰
皿
の
あ
る
と

一
こ
ろ
で
″
を
厳

一
守
し

ま

し

ょ

一
う
。

一
〇
…
灰
皿
の
す

一
い
が
ら
は
、
く

一
ず
入
れ
な
ど
に

一
捨
て
て
い
ま
せ

一
ん
か
。
い
つ
も

一
水
を
入
れ
消
え

一
た
こ
と
を
確
か

一一
め
ま
し
ょ
う
Ｇ

囃̈
¨̈冊椰辮
一一

な
い
人

の
人
な

ム サ サ ビ

た
写
真
は
お
月
様
だ
け
だ

っ
た
り
、

写

っ
て
い
て
も
モ
マ
の
し
っ
ぽ
だ
け

だ

っ
た
り
、
散
々
な
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
の
写
真
も
樹
洞
か
ら
飛
び

出
す
瞬
間
の
珍
ら
し
い
も
の
だ
が
、

顔
が
反
対
側
を
向
い
て
い
る
の
が
残

年
末
年
始
に
か
け
て
は
飲
酒
の
機

会
が
多
く
な
る
と
と
も
に
、
せ
わ
し

さ
か
ら
、　
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
、

無
理
な
追
越
し
な

運
動
の
重
点
目
標
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
着
け
て
、
ゆ

っ
く

は
０
無
謀
運
転

（特
に
飲
酒
運
転

●
　

り
走
る
こ
と
に
心
が
け
、
周
囲
に
十

暴
走
運
転
）
の
追
放
②
夜
間
の
事
故
　
分
気
を
配

っ
て
安
全
運
転
を
励
行
し

防
止
の
二
つ
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
よ
う
。

年
末
年
始
は
人
や
車
の
交
通
量
が

多
く
な
り
、
交
通
事
故
の
危
険
度
が

高
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
県
で
は
十

二
月

一
日
か
ら

一

月
十
日
ま
で
、
年

末
年
始
の
交
通
事

故
防
止
運
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

ど
運
転
が
荒
く
な

り
が
ち
で
す
。

こ
う
い
う
と
き

こ
そ
気
持
を
落
ち

年
末
年
始
は

安
全
運
転
で
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タ
バ

コ
と
養
蚕
の
協
調
を
図
り
、
相

互
の
被
害
を
未
然
に
防
ご
う
―
―
と
、

十
月
二
十
九
日
、
役
場
会
議
室
に
タ
バ

コ
、
養
蚕
の
関
係
者
二
十
人
が
集
ま

っ

て
、
タ
バ

コ
養
蚕
協
議
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。

タ
バ

コ
、
養
蚕
は
町
の
主
幹
作
日
で

農
家
の
換
金
作
目
と
し
て
も
竜
要
な
位

置
を
占
め
て
い
ま
す
が
、
両
業
の
生
産

地
は
同

一
の
と
こ
ろ
が
多
く
、
葉
タ
バ

ロ
の
植
物
性
塩
基
が
付
近
の
桑
葉
を
汚

毒
す
る

な
ど
の
問
題
が
生
じ

て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
今
回
の
協
議
会
で
は
次

の
よ
う
な
尊
守
事
項
が
ま
と
め
ら
れ
、

農
家
の
み
な
さ
ん
に
ご
協
力
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
タ
バ
コ
の
圃
場
は
桑
園
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
を
選
ぶ
。

②
タ
バ
コ
作
付
予
定
地
が
桑
園
近
く
に

な
る
場
合
は
交
換
耕
作
な
ど
に
よ
っ

て
桑
同
と
の
距
離
を
保
つ
よ
う
に
す

る
。

Ｏ
や
む
を
得
ず
桑
国
の
近
く
に
タ
バ
コ

を
植
え
る
場
合
は
、
桑
園
と
の
間
に

ト
ウ
モ
ロ
ロ
シ
な
ど
ニ
コ
チ
ン
を
避

け
る
た
め
草
丈
の
高
い
作
物
を
植
え

る

。

④
タ
バ
コ
収
穫
後
の
残
幹
は
す
み
や
か

に
処
理
す
る
。

Ｏ
桑
を
新
植
す
る
際
は
隣
接
圃
場
と
の

関
係
も
考
え
て
植
え
る
。

不
通
と
な

っ
た
と
い
う
想
定
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

ま
ず
同
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
災
害
対
策
本

部
が
設
置
さ
れ
、
移
動
無
線
の
ア
ン
テ

ナ
が
組
み
立
て
ら
れ
、
孤
立
地
区
と
の

無
線
電
話
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。
続
い

て
作
業
本
隊
の
は
し
ご
Ｌ
や
ク
レ
ー
ン

穴
堀
り
建
柱
車
な
ど
車
輛
十
二
両
が
出

動
、
ラ
ッ
シ
ン
グ
マ
シ
ン

（
ケ
ー
ブ
ル

を
張
る
機
械
）
を
使

っ
た
新
工
法
で
三

―
二
回
線
が

一
時
間
余
り
で
開
通
し
ま

し
た
。ｎ

ｖ

ヽ
Ｊ４

人

が

健

脚

競

う

一一南
阿
蘇
国
民
休
暇
村
オ

一

一一―
プ
ン
記
念
マ
ラ
ツ
ン
一

第
二
回
南
阿
蘇
国
民
体
暇
村
オ
ー
プ

ン
記
念
マ
ラ
ソ
ン
大
会

（高
森
町
体
育

協
会
主
催
、
町
教
委
、
商
工
会
、
熊
日

高
森
支
局
後
援
）
は
十

一
月
二
十
日
、

小
学
生
か
ら

一
般
ま
で
約
四
百
人
を
集

め
て
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

レ
ー
ス
は
ニ
キ
ロ組
（村
山
坂
）、
五
♂

組

（村
山
祖
母
神
社
前
）
が
午
後

一
時

半
に
ス
タ
ー
ト
、
ま
た
十
キ
ロ組
も
同
二

時
に
体
暇
村
広
場
を
出
発
し
て
紅
葉
の

国
道
二
六
五
号
線
を

ひ
た

た
り
ま

し

た
。
沿
道
に
は
選
手
の
家
族
が
顔
を
見

せ
、
力
い
っ
ば
い
に
声
援
し
て
い
ま
し

た
。
上
位
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
ニ
キ
ロ
】
▽
小
学
生
男
子
０
三
森
裕

時

（７
分
３３
秒
）
②
佐
藤
康
二
０
高
月

明
裕
▽
同
女
子
●
篠
田
由
美

（８
分
３２

秒
）
②
宇
藤
康
代
０
佐
藤
は
る
み
▽
中

学
女
子
④
高
月
美
子

（８
分
２３
秒
）
②

後
藤
明
美
０
後
藤
淳
子

【
五
キ
ロ
】
▽
高
校
女
子
０
古
沢
信
子

（２４
分
２９
秒
）
②
工
藤
富
三
代
０
上
土

井
国
子

〉
中
学
男
子

●
後
藤
仲

一
郎

（１７
分
３６
秒
）
②
森
田
欽
也
０
後
藤
雄

二
▽
一
般
男
子
０
三
森
正
義

（２１
分
３３

秒
）
②
藤
原
香
０
木
下
精
之

【
十
キ
ロ
】
▽
一
般

・
高
校
男
子
０
大

谷
正
三

（３２
分
４１
秒
）
②
飯
星
信
晴
０

片
山
久
文

線 1時間で復lHロ
災
害
が
発
生
し
た
際
に
電
話
回
線
の

迅
速
な
復
旧
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、

高
森
電
報
電
話
局
な
ど
阿
蘇
ブ
ロ
ッ
ク

の
四
雷
報
電
話
局
共
催
に
よ
る
防
災
演

習
が
十
月
二
十

一
日
、
本
町
の
南
阿
蘇

国
民
休
暇
村
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ
れ
ま

伐
採
さ
れ
た
木
材
を
最
初
に
買

っ

た
人
、
あ
る
い
は
そ
の
木
材
を
自
家

用
と
し
て
消
費
さ
れ
る
人
に
は

「木

材
引
取
税
」
と
い
う
税
金
が
か
か
る

こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

町
税
条
例
の
中
に
は

「木
材
引
取

税
」
の
定
め
が
あ

っ
て
、

「木
材
の

引
取
者
に
対
し
て
は
、
山
元
価
格
を

課
税
標
準
と
し
て
、
伐
採
後
、
最
初

の
引
取
者
に
課
税
す
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実

際
上
は
納
税
の
義
務
を
負
う
の
は
木

木
材
引
取
税

材
を
売

っ
た
人

（山
林

所
有

者
）

で
、
山
元
価
格
の
百
分
の
二
の
税
額

を
町
に
納
め
て
も
ら
う
特
別
徴
収
の

00
0乙

有
害
物
質
に
要
注
意

た
ば
こ
と
養
蚕

の
協
調

阿蘇プロツクの 4電話局

地震想定に防災演習

防災訓練でケーブルを張る電話局職員

●

●

し
た
ｃ

こ
の
演
習
に
は
高
森
、　
一
の
官
、
小

日
、
矢
部
の
各
い
か
ら
約
■
―
ノ
ヽ
が
な

加
。
阿
蘇
那

一
帯
に
Ｉ
′
ニ
チ
ュ
ー
ド

７
の
火
山
性
地
震
が
発
生
し
、
高
森
―

単
部
間
の
国
道
で
が
け
崩
れ
が
起
こ
り

草
部
、
江
留
地
区
約
九
百

月
の
電
話
が

1… Ⅲ
… …

ⅢⅢⅢⅢ
… …

ⅢⅢⅢⅢ_Ⅲ ⅢⅢ

方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

納
入
期
限
は
伐
採
し
た
木
材
を
売

渡
し
た

翌
月
の
七
日

ま
で
で
、
も

し
、
こ
れ
を
お
こ
た
れ
ば
延
滞
日
数

に
応
じ
た
延
滞
金
が
つ
く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
伐
採
に
際
し
て
の
無
申
告
や

過
少
申
告
を
さ
れ
た
場
合
で
も
加
算

金
が
か
か
り
ま
す
。
木
材
引
取
税
に

つ
い
て
疑
間
を
持
た
れ
た
り
、
わ
か

ら
な
い
と
き
は
、
お
気
軽
に
税
務
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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十
二
部
門
に
力
作
千
点

初
の
町
民
音
楽
祭
も
成
功

第
九
回

高
森
町

文
化
祭
は

十

一
月

二
、
三
日
の
両
日
、
畜
産
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
大
勢
の
参
観
者
で
に
ぎ
わ
い
ま

し
た
。

こ
れ
は
町
民
の
一
年
の
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
っ
て
い
る
も
の
で
、

会
場
に
は
風
鎮
祭
ち
び

っ
こ
ス
ケ
ッ
チ

楽
し
い
作
品
が
い
っ
ぱ
い
の
文
化
祭
会
場
　
　
　
町
民
音
楽
祭
で
歌
う
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ

ρ
Ｌ
Ｖ

●

●

大
会
の
入
賞
、
入
選

作
品
百
二
十

一
点
を

は
じ
め
、
絵
画
、
書

道
、
写
真
、
盆
裁
、

い
け
花
な
ど
十
二
部

門
に
約

一
千
点
の
力

作
が
出
品
さ
れ
ま
し

た
ｃ

「郷
上
の
文
化
財
を
保
護
し
ま
し
ょ

う
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
郷
土
資
料
展
で

は
、
町
の
野
佛
紹
介
や
融
水
社
関
係
の

古
文
書

。
記
録
、
そ

の
ほ
か
出
上
品
、
掛

軸
な
ど
の
貴
重
な
文

化
財
が
ズ
ラ
リ
。
新

企
画
の
水
道
展
も
町

水
道
事
業
組
合
の
協

力

で
、　
に
な
い

オ

コ
、
水
桶
、
つ
る
べ

井
戸
な
ど
昔
な
つ
か

し
い
生
活
用
具
が
並

べ
ら
れ
、
訪
れ
た
人

た
ち
の
関
心
を
集
め

て
い
ま
し
た
。

今
年
は
こ
れ
ら
展

示
部
門
に
加
え
、
動

的
な
も
の
と
し
て
初

め
て
の
町
民
音
楽
祭

（
町
教
委

・
町
音
楽

愛
好
会
主
催
）
が
、

初
日
の
二
日
午
後
六

時
か
ら
高
森
小
講
堂
で
催
さ
れ
、
約

一

千
五
百
人
の
観
客
が

つ
め
か

け
ま

し

た
。
企
画
し
た
の
は
天
神
の
馬
原
敬
二

医
師
を
中
心
と
し
た
町
の
音
楽
家
た
ち

で
、
四
歳
の
二
子
石
輝
美
ち
ゃ
ん

（草

北
）
や
、
八
十
三
歳
の
山
村
澄
代
さ
ん

（高
森
）
な
ど
約
百
五
十
人
が
出
場
し

ま
し
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
邦
楽
、
歌
謡
曲
、
フ

ォ
ー
ク
、
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
と
バ
ラ
エ
テ

ィ
に
富
み
、
た
っ
ぶ
り
四
時
間
の
公
演
。

こ
の
音
楽
祭
の
た
め
に
と
、
特
訓
を
続

け
て
い
た
高
齢
者
教
室
謡
曲
部
の
お
年

寄
り
や
詩
吟
、
等
山
の
グ
ル
ー
プ
、
若

者
た
ち
の
三
つ
の
バ
ン
ド
も
大
張
り
切

り
で
、
自
慢
の
ノ
ド
や
腕
を
披
露
し
ま

し
た
。
ま
た
婦
人
会
を
中
心
と
し
た
マ

マ
さ
ん
コ
ー
ラ
ス
、
看
護
婦
さ
ん
た
ち

の
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
も
誕
生
、
美
し

い
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
好
評
で
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
歌
謡
曲
、
民
謡
、
歌
曲

な
ど
の
す
ば
ら
し
い
町
民
歌
手
が
登
場

し
て
大
き
な
拍
手
と
歓
声
が
送
ら
れ
ま

し
た
。

阿蘇郡チームが優勝
全国青年女子 ソフ ト

安方。谷川さん大活躍

阿
蘇
郡
チ
ー

ム
の
女
子
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
全
国

大
会
優
勝
お
め

で
と
う
―
―
‐。

十

一
月
十
日

か
ら
十
三
日
ま

で
東
京
国
立
競

技
場
を
主
会
場

に
開
か
れ
た
第

二
十
六
回
全
国

青
年
大
会
の
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
女

子
の
部
に
、
阿
蘇
郡
チ
ー
ム
が
県
代
表

と
し
て
出
場
、
本
町
か
ら
も
色
見
中
園

の
安
方
理
恵
子
さ
ん
（
二
三
）
と
高
森
冬
野

の
谷
川
み
さ
子
さ
ん
（
二
一）が
選
手
と
し

て
大
活
躍
を
し
ま
し
た
。

試
合
は
各
地
方
代
表
の
十
六
チ
ー
ム

が
参
加
し
て
、
杉
並
区
上
井
草
運
動
場

で
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
阿

蘇
郡
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
阿
蘇
町
七

人
、　
一
の
官
町
二
人
、
高
森
町
二
人
の

編
成
で
、
本
町
の
谷
川
さ
ん
は
ピ
ッ
チ

ャ
ー
、
安
方
さ
ん
は
シ
ョ
ー
ト
。

一
回
戦
は
愛
知
県
を
８
１
１
、
二
回

戦
も
北
海
道
１７
１
０
と
、
い

ず
れ
も

五
回

コ
ー
ル
ド

勝

ち
。
次
い
で
準
決
勝
は
強
豪

兵
庫
県
と
接
戦
の
末
１
１
０

で
下
し
、
優
勝
戦
で
も
青
森

県
代
表
に
４
１
０
と
、
圧
倒

的
な
強
さ
を
見
せ
、
晴
れ
て

日
本

一
の
座
に

つ
き
ま

し

た
。
＝
写
真
は
活
躍
し
た
安

方
さ
ん

（左
）
と
谷
川
さ
ん
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