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句

平
穏
な
厄
日
で
あ
り
し
蛉
蜻
飛
ぶ

亡
夫
の
碑
に
金
婚
の
酒
漫
珠
沙
華

山
門
に
合
掌
す
れ
ば
月
丸
し

台
風
の
来
る
か
来
ん
か
と
空
見
上
げ

日
焼
せ
し
顔
を
誇
り
て
登
校
す

も
つ
れ
蝶
解
れ
て
こ
ぼ
る
る
百
合
の
花

黄
蝶
舞
う
今

一
と
刻
の
悦
び
を

月
の
こ
と
の
み
を
心
に
夕
支
度

野
の
中
の
桜
紅
葉
に
足
と
む
る

秋
も
早
や
露
の
冷
た
き
山
の
草

穂
亡
の
原
と
な
り
た
る
牧
場
か
な

う
す
明
り
あ
れ
ど
今
宵
の
雨
月
か
な

合
掌
の
指
先
か
す
め
秋
の
風

空
蝉
の
す
が
れ
る
草
や
句
碑
ほ
と
り

名
月
も
今
宵
は
見
え
ず
雨
の
音

水
銀
灯
夜
霧
が
包
む
峡
の
町

金
婚
や
月
下
の
庭
の
明
る
さ
よ

あ
け
び
狩
阿
蘇
の
煙
も
紫
に

虫
し
ぐ
れ
庭
は
き
て
お
り
医
守
か
な

果
て
も
無
く
続
く
野
原
の
女
郎
花

肥
後
狂
句

さ
ぞ
よ
か
ろ

開
通
し
て

繁

っ
と
る

缶
ビ
ー
ル

キ
ャ
ン
プ
村

人 口

虫
歯
の
責
め
苦
知
ら
っ
さ
ん

他
社
は
週
休
二
日
制

眠
る
資
源
に
陽
の
当
る

首
だ
け
見
ゆ
る
石
地
蔵

重
か
リ
ユ
ッ
ク
も
苦
に
な
ら
ん

外
車
で
来
ら
す
御
曹
子

-8月 31日 現在―

9,816人 晏|:::|る::炎

世帯数………………・2,637

転入 26  出生 11

転出 29  死亡  2

尾下の秋祭りで勇壮な獅子舞い

360年 の伝統芸能「尾下の獅子舞い」奉納で知られる菅原神

社の秋祭りが、ことしも9月 25日 に行われました。狛「子舞いに

は地元消防団や尾下小の児童らが参加、 2基の大太鼓、笛に合

わせて、豊作祈願の |~六調子」「 |｀1す り舞い」など、勇壮で調

和のとれた舞いを披露、大勢の見物客を喜ばせました。
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嘲
熊
谷
　
紫
雲

草
村
　
鶴
代

藤
井
秋
雪
女

瀬
井
て
る
女

野
尻
い
く
よ

熊
谷
　
つ
子

野
尻
　
誓
道

馬
原
そ
の
女

熊
谷
起
代
女

野
尻
さ
だ
む

甲
斐
　
菊
江

瀬
井
せ
ん
女

野
尻
　
里
女

熊
谷
こ
う
女

福
間
　
宮
女

草
村
あ
つ
代

馬
原
　
岳
人

原
田
　
健
生

瀬
井
　
ほ
の

本
田
　
訓
子

――――
塚
　
南
天

″

林
田
　
一
声

″

馬
原
　
馬
笑

″

缶
ビ
ー
ル

繁

っ
と
る

さ
ぞ
よ
か
ろ

開
通
し
て

雑

詠

敬
老
の
日
に
思
う

上
色
見
　
後
藤
嘉
平

（
８６
）

○
敬
老
の
日
に
は
額
に
汗
に
じ
む

夢
に
す
ご
せ
し
跡
を
思
へ
ば

○
悔
ゆ
る
と
も
今
や
採
る
べ
き
術
も
な

あ
ら
た
に
生
れ
衆
に
報
い
ん

漢
　
詩

迎
金
婚
有
感

津
留
　
馬
原
岳
人

（７３
）

近
　
詠

中
秋

の
名

月

社
倉
　
今
泉
多
美
江

（８３
）

今
宵
八
月
十
五
夜
社
倉
の
里
を
照
す
名

月
を
心
ゆ
く
ま
で
眺
め
ば
や
と
思
い
し

に
心
な
き
雨
の
う
ら
め
し
さ
よ

其
昔
、
高
倉
天
皇
の
勅
を
受
け
名
月

に
鞭
を
上
げ
駒
を
走
せ
　
天
皇
の
御
寵

愛
厚
き
小
督
∽
一裾
ｏ
一̈抑
竹

いひへ
班
峨
野
の

奥
を
訪
れ
し
弾

正

ノ
大

弼

仲
国

世
界
を
震
は
せ
た
英
傑
ナ
ボ
レ
オ
ン

ジ
ョ
セ
フ
ピ
ン
を
思
い
大
西
洋
の
孤
島

セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
の
月
に
泣
く

小
松
平
重
盛
の
重
臣
　
美
し
き
横
笛

に
失
恋
し
世
を
捨
て
た
瀧
日
入
道
、
其

草
庵
を
月
を
た
よ
り
に
忍
び
訪
れ
た
絶

世
の
美
人
横
笛

紫
式
部
の
石
山
寺
の
秋
の
月
　
月
を

背
景
に
歴
史
に
残
る
美
し
き
物
語

あ
あ
時
代
の
変
転
か
　
今
宵
の
名
月

を
お
と
ず
れ
し
も
秋
は
悪
魔
の
如
き

台
風
と
は

（ご
×
寄
×
付
）

・あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

高
森
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
し
て

次
の
方
々
か
ら
温
か
い
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

∧
香
典
返
し
∨

▽
矢
津
田
の
二
子
石
重
則
さ
ん
か
ら

（母
、
カ
ツ
さ
ん
・
８５
歳
死
去
）

▽
芹
日
の
田
上
ミ
ヨ
ト
さ
ん
か
ら

（夫
、
明
好
さ
ん
。
６６
歳
死
去
）

句 余 噴 祖

作 生 煙 麓

共 猶 進 享

亦 更 望 生

高 力 碧 迎

謡 研 空 金

続 鏡 白 婚

S5.8.16～ 9.15受付

(出 生児)(性別)(生年月日)

滝
に
打
た
せ
て
あ
る
釣
り
場

土
蔵

一
と
棟
抱
き
込
う
で

親
孝
行
の
手
の
届
く

地
下
足
袋
同
志
湧
く
涙

見
合
い
も
兼
ね
て
戻
ら
し
た

国
鉄
ス
ト
の
気
兼
ね
す
る

|:司

本

琴
司

林
　
　
不
忘

田
上
黙
公
子

第 206号

昭和51年 鼈月 日

生

(保 護 者)

大塚 弘倫

小林 良春

中川 勝廣

井  和幸

津留 寿雄

山田 忠司

西脇 正隆

栖木野 陣

田上 |1真一

馬原 '青二

亡

51.3.6

51.8.13

51.8.14

51.8.17

51.9.2

51.9.7
51.9.4

51.8.13

51.8.12

51.8.12

男

女

女

男

女

男

男

女

女

女

出

死

(住所)

芹 ロ

矢津田

能

)ttt F

た智瑠

ク,  1支

田上 明好

_子石カツ

倫

美

子

也

子

司

智

朝

知

竜

陽

英

”

町

山

町

和

町

和

町

田

下

留

０

下

村

横

昭

下

昭

横

気

尾

津

な 内 容

峯の宿のばんば踊り東京のヒノキ舞台へ……

補正予算など7議案可決 (9月 定例町議会)

南阿蘇国民休暇村がオープン…………

草部地区で交通安全大パレード……・

高森の歴史・郷上の博物誌……………

みんなの広場 。学校短信………………

町民文芸 。おめでたおくやみ………・

お  も

亡
日

１

月

８

９

族)(続柄)(死 亡 者)(無)(葎()童

田上 ミヨト 夫

二子石重則 母

彙
Ｑ
一̈一

１０

月

１０

日

１０

月

１７

日

１０

月

２４

日

１０

月

３１

日

１１

月

７

日

馬

原

医

院

Ｌ
町
②
０
６
４
６

東
　
　
　
医
　
院

旭
通
②
０
３
０
９

寺
　
崎
　
医
　
院

白
川
②
０
３
７
８

小

林

医

院

横
町
②
０
０
７
５

本

国

医

院

上
町
②
０
０
１
６

□

□

□

□

□

□

□

おめでた おくやみ

66  51

85  51
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ロ
ロ

ロ
ロ峯の宿の

ばんば踊り
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尊

い

こ

と

美

し

い

こ

と

津

留

馬

原

範

三

Э

こ
の
世
の
中
で

一
番
尊
い
こ
と
は
人

の
た
め
に
奉
仕
し
て
恩
に
着
せ
ぬ
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
世
の
中
で

一
番
美
し
い

こ
と
は
、
全
て
の
者
に
愛
情
を
持
つ
こ

…
‥
　
う
ち
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
と

文

一
て
も
本
が
す
き
で
、
朝
か
ら
本

作

一
ば
か
り
読
ん
で
い
ま
す
。
き
ん

…
〓
じ
ょ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
、
本
を
か
え

っ
こ
し
て
読
み
ま
す
。

テ
レ
ビ
は
遠
山
の
金
さ
ん
や

み
と
う
こ
う
も
ん
な
ど
が
大
す

き
で
、
そ
の
時
間
に
な
る
と
、
急
い
で

テ
レ
ビ
の
前
に
き
て
い
つ
も
見
ま
す
ｆ

ぼ
く
が
学
校
か
ら
帰

っ
て
く
る
と
、

「
お
か
え
り
」
と
い
っ
て
、
す
ぐ
お
こ

す
か
い
を
く
れ
ま
す
。
ぼ
く
も
お
か
し

を
持

っ
て
い
る
時
は
半
分
や
り
ま
す
。

ば
あ
ち
ゃ
ん
は

「
あ
り
が
と
う
」
と
い

っ
て
食
べ
ま
す
。

う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

り
ま
す
。

お
た
ん
生
日
に
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
ネ
ツ
ク
レ
ス
と
ク
シ
を
買

っ
て
や

っ

た
ら
、
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
、
今
で
も

た
ん
す
に
だ
い
じ
に
な
お
し
て

あ
り
ま
す
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
八

全
国
大

会
ゝ
′
″
１

初

の
出
演

８
年
ぶ

り
復
活

と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
処
訓
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
新
聞
紙
上
に
、
毎
年
百
本
も

竹
ボ
ウ
キ
を
作

っ
て
、
長
い
こ
と
学
校

独
得
の
伝
統
芸
を
披
露

た
の
が
始
ま
り
で
す
。

こ
の
た
び
の
大
会
に
は

富
山
県
利
賀
村
の

「
獅
子

舞
と
民
謡
」
、
余
良
市
春

日
野
町
の

「
巫
女
舞
と
大

和
舞
」
、
新
潟
県
糸
魚
川

市
の

「
天
津
神
社
舞
楽
」

そ
れ
に
峯
の
宿
の

「ば
ん

ば
踊
り
」

の
四
組

だ
け
が

出
演

し
ま

す
。ば

ん
ば
踊
り
は
、
約
二
百
年
前
の
寛

政
時
代
、
日
向
、
高
千
穂
方
面
か
ら
伝

承
さ
れ
た
盆
踊
り
で
、

「
ば
ん
ば
」
は

盆
の
場
、
晩
の
広
場
を
意
味
し
、
八
月

の
盆
に
は
部
落
の
人
た
ち
が
初
盆
の
家

の
庭
に
集
ま
り
踊

っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
文
政
二
年

（
一
八

一
九
）
同
部
落

の
天
神
社
建
立
の
さ
い
、
ば
ん
ば
踊
り

を
奉
納
し
た
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い

ま
す
。

踊
り
は
笛
、
太
鼓
、
小
太
鼓
の
拍
子

に
大
夫
、
く
ど
き
と
い
う
唄
い
手
の
歌

新
た
に
追
加
を
認
め
る
こ
と
を
決
定
し

ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
生
ま
れ
た
子
供
に
名
前
を

つ
け
る
と
き
は
戸
籍
法
五
〇
条
で

「
常

用
平
易
な
文
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

″

常
用
平
易
″
な
文
字
と
は
当
用
漢
字
千

八
百
五
十
字
、
そ
れ
に
人
名
用
漢
字
九

十
二
字
、
片
仮
名
と
平
仮
名
に
制
限
さ

詞
に
合
わ
せ
、
女
は
浴
衣
に
姉
さ
ん
か

ぶ
り
、
男
は
ハ
チ
巻
き
姿
に
扇
子
ｆ
竹

筒
で
拍
子
を
と
り
、
輸
に
な
っ
て
踊
り

ま
す
。
中
で
も
二
つ
拍
子
、
さ
え
も
ん

踊
り
、
あ
や
ず
つ
踊
り
、
ば
ん
ば
踊
り

は
代
表
的
な
も
の
で
す
。
宮
崎
県
の
日

向
地
方
に
も
高
鍋
ば
ん
ば
が
残

っ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
種
の
盆
踊
り
が
伝
承
さ

れ
て
い
る
の
は
阿
蘇
地
方
で
は
峯
の
宿

だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。

同
部
落
で
は
四
十
三
年
ご
ろ
ま
で
は

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
ふ
る
さ
と
の
唄
ま
つ
り
」

や
風
鎮
祭
に
も
出
演
し
、
盛
ん
に
踊

っ

て
い
ま

し
た
が
、　
最
近
は
戸

数
も
滅

り
、
消
滅
寸
前
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
文
化
庁
の
文
化
財
審
議
員
、

本
田
寛

三
氏

（早
稲

田
大
学

教
授
）

が
、
十
年
ほ
ど
前
に
視
察
し
て
い
た
た

め
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
機
会

に
、
部
落
で
は
伝
統
の
踊
り
を
復
活
、

練
習
を
重
ね
て
保
存
に
努
め
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

れ
て
い
ま
し
た
ｃ
こ
の
た
め
、
今
ま
で

は
出
生
届
を
戸
籍
係
に
持

つ
て
こ
ら
れ

て
も
、
規
定
以
外
の
字
が
使

っ
て
あ
る

と
受
理
さ
れ
ず
、
親
の
気
持
ち
が
ム
ダ

に
な
っ
て
い
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た

今
回
追
加
さ
れ
た
二
十
八
字
は
、
各

地
方
法
務
局
を
通
じ
、
人
名
用
漢
字
以

外
の
字
と
し
て
届
け
出
が
受
理
さ
れ
な

な
か
っ
た
も
の
の
な
か
で
ど
う
い
う
字

が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
か
、
な
ど
が
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
さ
れ
、
使
用
回
数
の
多

い
順
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

郷
土
芸
能
で
約
二
百
年
の
伝
統
を
も
つ
峯
の
宿
の

「
ば
ん
ば
踊
り
」
が
、
十
月
二
日
、

東
京
の
日
本
青
年
館
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
る
文
化
庁
企
画
の

「
第
二
十
六
回
全
国
民
俗
芸
能

大
会
」
に
本
県
で
初
め
て
招
待
を
受
け
、
関
係
者
に
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の

「
全
国
民
俗
芸
能
大
会
」
と
い

う
の
は
、
文
化
庁
が
後
継
者
不
足
で
消

滅
寸
前
に
な

っ
て
い
る
全
国
の
珍
し
い

民
俗
芸
能
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、　
一

般
に
無
料
公
開
す
る
と
と
も
は
、
学
問

的
に
記
録
を
取

っ
て
後
世
に
伝
え
よ
う

と
い
う
も
の
。
も
と
も
と
は
全
国
の
青

年
が
、
日
本
青
年
館
が
落
成
し
た
の
を

記
念
に
、
各
地
の
民
俗
芸
能
を
披
露
し

「歯 を み が こ う」

色見小 5年 宇 藤 康 代

●  ●

●  ●

復
活
し
た
峯
の
宿
″)
1ボ

ん
|ボ

足雨
リ

追加つ人名漢字

1琴 響|夕 |卜
二

板
で
す
。
こ
し
と
足
が
悪

高
森
小

二
年
　
　
つ
　
る
　
ゆ
う
す
け
　
●
い
だ
中
ざ

　ヽ
と
て
も

元
″ｔ

′一

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
お
き
や
く
さ
ん
か
　
す
。
ぼ
く
は
、
そ
ん
な
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

ら
、
よ
う
け
ん
を
た
の
ま
れ
て
も
、
テ
　

大
す
き
で
す
。
百
さ
い
、
い
や
、
も

っ

レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、
ケ
ロ
ッ
と
、
わ
　

と
生
き
て
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

す
れ
て
し
ま
う
の
で
、
た
い
へ
ん
こ
ま

新
た
に
２８
字
を
追
加

歎
名
朝

法
務
省
は
人
名
用
漢
字
の
ワ
ク
拡
大

の
検
討
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
七
月

二
十
日
付
で
、
別
表
の
二
十
八
漢
字
を

梨

瞳

槍

悠

紗

芙

一

隼

旭

紘

杏

喬

梓

一

那

渚

茜

允

冴

鮎

一

怜

藍

絢

耶

阿

翠

・

に
贈
り
続
け
て
お
ら
れ
る
お
爺
さ
ん
。

ゾ
ウ
キ
ン
を
今
年
も
五
十
枚
学
校
に
贈

ら
れ
た
お
婆
さ
ん
な
ど
―
。

も
し
、
奉
仕
と
い
う
心
の
底
に

「
恩

に
着
す
る
」
と
い
う
六
字
の
晴
流
が
働

い
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
善
事
は
半

減
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
永
続
性
も
な

い
だ
ろ
う
。
ほ
ん
の
詳
細
な
事
柄
で
も

い
い
、
人
生
の
一
つ
の
け
り
を
つ
け
る

生
き
方
の
中
に
、
な
に
か
の
奉
仕
を
い

つ
ま
で
も
続
け
た
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
世
の
中
で
一
番
美
し
い
こ
と
は

愛
情
を
元
に
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
猫

で
も
、
犬
で
も
愛
情
を
も
っ
て
接
し
て

い
る
と
き
は
、
人
間
の
言
葉
、気
持
ち
、

心
が
通
じ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
し
て
万
物
の
霊
長
で
あ
る
人
間
が

愛
情
と
い
う
二
字
を
元
に
し
て
、
人
に

接
す
る
と
き
の
瞬
間
の
姿
は
本
当
に
美

し
く
気
高
い
も
の
で
あ
る
。
要
は
全
て

の
人
に
か
け
へ
だ
て
な
く
、
平
等
に
愛

情
を
も
と
に
し
て
接
し
て
生
き
る
事
で

あ
る
と
思
う
。

〔高
森
小
〕
）
十
月
十
六
日

に
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
学
校
職
員
の
研
修

旅
行
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
山

鹿
小
を
見
学
し
た
あ
と
温
泉
セ

ン
タ
ー
で
懇
親
会
を
開
き
ま
す

会
費
は
男
二
千
円
、
女
千
五
百

円
で
す
。
多
数
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
▽
十
七
日
は
横
町
の
区
民

体
育
祭
。

【
上
色
見
小
】
▽
九
月
二
十

一
日
に
家
庭
学
級
の
開
講
式
を

行
い
ま
し
た
。
父
兄
が
児
童
の

家
庭
教
育
な
ど
、
年
間
二
十
時

間
以
上
を
学
習
し
ま
す
。

【
草
南
小
】
ｖ
十
月
二
日
は

Ｐ
Ｔ
Ａ
研
修
旅
行
を
計
画
。
ま

た
十
月
上
旬
に
は
校
内
写
生
大

会
、
下
旬
は
音
楽
会
と
阿
蘇
登

山

一
日
旅
行

（
五
年
生
）
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

【
草
北
小
】
▽
九
月
二
十
二

日
に
交
通
教
室
を
開
催
。
高
森

署
員
か
ら
交
通
安
全
の
話
を
聞

い
た
あ
と
、
児
童
の
自
転
車
テ

ス
ト
を
行
い
ま
し
た
。

【
野
尻
小
】
▽
九
月
十
九
日

は
校
区
民
約
二
百
人
が
学
校
林

の
下
刈
り
ヽ
仕
に
参
加
さ
れ
ま

し
た
。
〉
十
月
十
五
日
は
授
業

参
観
日
で
す
。

【
尾
下
小
】
）
九
月
九
日
に

父
兄
が
運
動
場
整
備
▽
九
月
二

十
五
日
は
菅
原
神
社
の
秋
祭
り

が
あ
り
、
全
児
童
が
獅
子
舞
い

に
参
加
し
ま
し
た
。

【
河
原
小
】
十
月
の
校
内
行

事
は
次
の
と
お
り
で
す
。
▽
四

２
九
日
、
児
童
の
体
カ
テ
ス
ト

〉
十
五
日
、
計
算
テ
ス
ト
▽
二

十
六
日
、
校
内
写
生
大
会
▽
二

十
七
日
、
ス
ト
ー
プ
の
備
え
つ

け
ｃ【

高
森
中
】
）
九
月
二
十
二

日
に
交
通
教
宝
を
開
き
、
高
森

警
察
署
員
か
ゎ
Ｉ
し
い
歩
行
の

仕
方
、
正
し
い
白
転
車
の
乗
り

方
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
あ
と

加
藤
白
転
車
商
会
に
よ
る
自
転

車
の
点
検
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

し
た
。

【
草
部
中
】
〉
十
月
上
旬
は

校
内
マ
ラ
ソ
ン
を
予
定
。
ま
た

二
十
二
日
は
、
県
の
学
校
訪
問

が
あ
り
ま
す
。

【
草
北
中
】
▽
九
月
二
十
日

は
廃
品
回
収
の
益
金
な
ど
で

一

日
旅
行
を
実
施
、
熊
本
市
の
会

社
や
デ
パ
ー
ト
、
放
送
局
な
ど

を
見
学
し
ま
し
た
。

【
野
尻
中
】
〉
十
月

一
日
は

学
校

一
日
旅
行
。
生
徒
が
行

っ

た
わ
ら
び
狩
り
、
廃
品
回
収
の

益
金
で
熊
本
市
の
社
会
見
学
を

計
画
し
ま
し
た
ｃ
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作
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“
　
　
一　
ヽ

（閣
）
の
手
続
き
で

利
息
が
有
利

に

郵
便
局
で
は
、
四
卜
九
年
九
月
二
十

三
日
以
前
に
お
預
け
に
な
っ
た
定
額
貯

金

（割
増
金
付
を
除
く
）
の
利
息
が
有

利
に
な
る

「
○
体
の
手
続
き
」
を
取
扱

っ
て
い
ま
す
。

○
替
の
手
続
を
さ
れ
ま
す
と
、
そ
の

手
続
き
の
日
付
け
に
か
か
わ
ら
ず
、
す

べ
て
四
十
九
年
九
月
二
十
四
日
に
さ
か

の
ぼ

っ
て
、
再
び
■
け
入
れ
ら
れ
た
も

の
と
し
て
、
六
―
八
熔油
の
利
率
が
適
用

さ
れ
、
有
利
な
取
扱
い
を
受
け
ら
れ
ま

す
。こ

の
取
扱
い
は
五
十
二
年

一
月
十
三

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
手

も
と
の
貯
金
証
書
の
日
付
を
お
確
め
の

う
え
、
お
近
く
の
郵
便
局
へ
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
　
　
　
∧
高
森
郵
便
局
∨

所
得
税
第
二
期

分
の
減
額
申
請

十

一
月
は
、
所
得
税
第
二
期
分
を
納

め
て
い
た
だ
く
月
で
す
。
し
か
し
、
今

年
に
な
っ
て
お
店
を
や
め
た
り
、
休
ん

だ
り
し
て
、
昨
年
に
比
べ
納
税
額
が
大

幅
に
減
る
見
込
み
の
方
や
、
火
事
や
水

◇
教
育
委
員
に
今
村

・
荒
牧
氏

木
町
の
教
育
委
員
会
委
員
、
今
村
俊

男
、
田
上
親
視
両
氏
は
九
月
三
十
日
で

任
期
が
満
了
し
ま
し
た
の
で
、
本
議
会

で
今
村
氏
を
再
任
、
ま
た
田
上
氏
に
代

害
な
ど
で
財
産
に
損
害
を
受
け
た
方
な

ど
は
税
務
署
に

「予
定
納
税
額
の
減
額

申
請
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。
第
二
期
分

の
税
金
が
減

っ
た
り
、
と
き
に
は
納
め

な
く
て
済
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
期
限

は
、
十

一
月
十
五
日
で
す
。
詳
し
い
こ

と
は
、
税
務
署
又
は
税
務
相
談
室
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

″
ム
ダ

を
な

く
す
〃

た
め
の
作
文
募
集

新
生
活
運
動
協
会
で
は
昨
年
度
に
引

き
続
き
、
毎
日
新
聞
社
な
ど
と
共
催
で

「
も
の
を
大
切
に
、
ム
グ
を
な
く
す
」

小

。
中
学
生
の
作
文
を
左
記
の
要
領
で

募
集
し
て
い
ま
す
。

〉
作
文
の
内
容
　
①
私
た
ち
の
家
庭
や

学
校
、
社
会
生
活
の
中
に
は
こ
ん
な
ム

グ
が
あ
る
②
ム
ダ
を
な
く
し
、
も
の
を

大
切
に
す
る
た
め
に
、
わ
が
家
は
こ
う

し
て
い
る
③
ム
ダ
を
な
く
し
て
も
の
を

大
切
に
す
る
た
め
に
、
私
は
こ
ん
な
工

夫
と
夢
を
も
っ
て
い
る
。

〉
作
文
の
長
さ
な
ど
　
小
学
生
＝
四
百

字
詰
原
稿
用
紙
で
二
枚
以
内
、
中
学
生

―
同
じ
く
三
枚
以
内
。
作
文
に
は
〒
、

住
所
、
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
、
性
別
、

学
校
名
、
学
年
、
学
校
の
所
在
地
を
は

っ
き
り
書
く
こ
と
。

り
上
色
見
の
荒
牧
英
男
氏
（六
五
）を
後
任

委
員
と
し
ま
し
た
。

◇
五
十
年
度
高
森
町
歳
入
歳
出
決
算
を

認
定五

十
年
度
の
一
般
会
計
は
か
、
五
特

ま
し
た
が
、
昨
年
度
は
皆
さ
ん
か
ら
三

十
四
万
六
千
三
十
八
円
と
い
う
多
額
の

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
県
の
配
分
計
画
に
よ
り
、
十

九
万
千
百
六
十
五
円
を
町
の
社
会
福
祉

協
議
会
に
受
け
入
れ
、
社
会
福
祉
の
た

め
に
次
の
と
お
り
使
わ
れ
ま
し
た
。

〉
保
育
園

へ
の
助
成
▽
低

所
得
者
へ
毛
布
配
分
▽
長

期
療
養
者
、
施
設
入
所
者

へ
の
見
舞
金
▽
在
宅
重
度

身
障
者
、
ね
た
き
り
老
人

へ
の
見
舞
い

こ
と
し
の
計
画
は
、
地

区
代
表
の
か
た
が
協
議
さ

れ
た
結
果
、三
二
十
六
万
四

千
二
百
円
と
決
ま
り
ま
し

▽
締
め
切
り
十
月
二
十
五
日

〉
送
り
先
　
一Ｔ
一
〇
〇
東
京
都
千
代
田

区
日
比
谷
公
園

一
の
三
　
市
政
会
館
内

新
生
活
運
動
協
会

「
児
童
作
文
係
」

▽
賞
　
最
優
秀
賞
＝
小

。
中
各

一
編
、

優
秀
賞
＝
同
各
十
編
、
佳
作
各
若
干
。

各
賞
に
賞
状
と
副
賞
を
贈
る
。

※
参
考
資
料
は
百
二
十
円
切
手
を
同

封
し
て
新
生
活
運
動
協
会
へ
請
求
の
こ

と
。

く
わ
し
く
は
、
熊
本
検
察
審
査
会
事

務
局

（熊
本
地
方
裁
判
所
内
⑫
２
１
９

１
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

海
上
保
安
学
校

の
学
生
を
募
集

人
事
院
と
海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上

保
安
大
学
校
と
海
上
保
安
学
校
の
学
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
受
付
期
間
】
九
月
二
十
八
日
か
ら
十

月
十
八
日

（月
）
ま
で

【
第

一
次
試
験
】
大
学
校
学
生
＝
十

一

月
二
十
七
・
二
十
八
日
。
学
校
学
生
＝

十

一
月
二
十
八
日

【
受
験
資
格
】
昭
和
二
十
八
年
四
月
二

日

（大
学
校
は
昭
和
三
十

一
年
四
月
二

日
）
以
降
生
ま
れ
の
男
子
で
高
卒
者

ま
た
は
高
卒
見
込
者

【
待
遇
】
在
学
中
給
与
支
給
、
授
業
料

不
要

【
問
合
せ
先
】
あ
て
先
明
記
の
返
信
用

封
筒
を
同
封
の
う
え
、
〒
８
９
２
鹿
児

島
市
城
南
町
二
十
二
番
七
号
　
第
十
管

区
海
上
保
安
本
部

へ
。

１０
月
１９
日
に
行

政
相
談
ひ
ら
く

行
政
管
理
庁
で
は
、
行
政
相
談
制
度

を
み
な
さ
ん
に
知

っ
て
も
ら
い
、
そ
の

利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
来
る
十
月
十

七
日

（
日
）
か
ら
二
十
三
日

（土
）
ま

で
全
国
的
に
行
政
相
談
週
間
を
実
施
し

ま
す
。
週
間
中
、
本
町
で
は
次
の
と
お

り
巡
回
行
政
相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す

▽
日
時
　
十
月
十
九
日

（火
）
午
前
十

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

▽
場
所
　
高
森
町
畜
産
セ
ン
タ
ー

役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
苦
情
、意
見
、

要
望
、
相
談
ご
と
を
お
持
ち
の
方
は
、

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

∧
相
談
の
例
∨
恩
給
、
登
記
、
社
会
保

険
。
身
障
者
福
祉
、
農
地
、
郵
便
、
労

災
、
道
路
、
河
川
、
公
害
な
ど
。
当
日

は
法
律
相
談
を
合
せ
て
行
い
ま
す
。

な
お
、
本
町
の
行
政
相
談
委
員
は
高

森

一
二
六
六
の
桐
原
史
吉
さ
ん
（五
九
）
で

す
。
雪
は
②
０
２
７
３
。

県
勤
労
者
美
術

展
の
出
品
要
綱

第
七
回
熊
本
県
勤
労
者
美
術
展
の
出

品
要
綱
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
出
品
者
の
資
格
】
県
内
の
事
業
所
に

勤
務
す
る
勤
労
者
で
あ
る
こ
と

【
出
品
点
数
と
作
品
の
規
格
】
▽
作
品

は
未
発
表
の
も
の
で

一
人
各
種

一
点
と

す
る
▽
作
品
の
規
格
は

∧
絵
画
∨
五
十
号
以
内
、
ガ
ラ
ス
張
り

は
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
水
彩
画
は
可

∧
書
∨
仕
上
り
の
長
さ
が
百
九
十
ん
と

八
十
彩
以
内
、

∧
写
真
∨
白
黒
は
全
紙
、
カ
ラ
ー
は
四

ツ
切
り
以
上
全
紙
ま
で
。

【
出
品
手
続
】
十
月
二
十
三
日
か
ら
三

十
日
ま
で
に
熊
本
、
八
代
、
天
草
の
労

政
事
務
所
に
申
込
む
こ
と

◎
照
会

。
お
問
い
合
わ
せ
は
、
熊
本
市

南
千
反
畑
町
四
―
三
三
　
熊
本
労
政
事

務
所

（⑫
４
１
１
１
）

へ
。

十
四
歳
に
な
ら
れ
た
高
森
上
町
の
本
田

こ
ま
ち
さ
ん
と
、
河
原
の
後
藤
ト
エ
さ

ん
で
す
。

各
会
場
で
は
岩
下
町
長
が

「
こ
れ
か

ら
も
、
ま
だ
ま
だ
長
生
き
し
て
く
だ
さ

い
」
と
、
喜
び
の
こ
と
ば
を
述
べ
、
お

年
寄
り
全
員
に
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
を
お
祝

い
に
贈
り
ま
し
た
。

ど
こ
の
会
場
で
も
、
こ
の
日
を
楽
し

く
過
し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
婦
人
会
の

人
た
ち
が
料
理
や
演
芸
に
大
わ
ら
わ
。

お
年
寄
り
は

「
や
っ
ば
り
長
生
き
す
る

も
ん
ば
い
」
と
温
か
い
接
待
に
喜
ん
で

い
ま
し
た
。

な
お
、
今
年
の
敬
老
会
で
は
、
次
の

方
々
か
ら
真
心
の
こ
も

っ
た
プ
レ
ゼ
ン

ト
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
下
町
の
馬
原
豊
さ
ん
＝
ツ
エ
百
六

十
五
本
〉
南
佐
の
後
藤
重
憲
さ
ん
＝
ツ

エ
三
十
三
本
▽
豊
前
屋
＝
風
鎮
漬
▽
河

原
の
後
藤
フ
シ
エ
さ
ん
＝
わ
ら
ぞ
う
り

▽
高
森
商
店
街
＝
ラ
ク
ガ
ン
▽
町
婦
人

会
＝
万
十
。

五
十

一
年
九
月
定
例
町
議
会
は
九
月
二
十
日
招
集
さ
れ
、
本
議
会
が
開
か

れ
ま
し
た
。
会
期
を
二
十
八
日
ま
で
の
九
日
間
と
決
め
、
総
額
五
千
百
八
十

四
万
千
円
の
五
十

一
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
案
な
ど
、
追
加
二
議
案
を
含

む
九
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
可
決
し
た
主
な
案
件
は
次
の
と

お
り
で
す
。

検
察
審
査
会
を

ご
存
知
で
す
か

許
欺
、
交
通
事
故
な
ど
犯
罪
の
被
害

に
あ

っ
て
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴
え
た

の
に
、
検
察
官
が
犯
人
を
裁
判
に
か
け

て
く
れ
な
い
。
あ
る
い
は
選
挙
違
反
や

汚
職
な
ど
社
会
の
耳
目
を
ひ
い
た
童
大

な
事
件
を
検
察
官
が
起
訴
し
な
か
っ
た

の
は
ど
う
も
納
得
で
き
な
い
。
こ
ん
な

不
満
を
も
っ
て
い
る
人
は
検
察
審
査
会

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

別
会
計
の
決
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
の
歳
入
決
算
額
は
十
四
億
二

千
九
百
万
五
千
五
百
十
円
。
翌
年
度
繰

越
額
は
八
千
百
七
万
八
千
百
七
十
二
円

と
な
り
ま
し
た
。

◇
ナ
イ
タ
ー
の
使
用
料
四
百
円
に

県
立
高
森
高
校
運
動
場
の
夜
間
照
明

施
設
の
使
用
料
は
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
一

面

一
時
間
三
百
円
で
し
た
が
、
十
月

一

日
か
ら
四
百
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

◇
五
十

一
年
度

一
般
会
計
に
五
千
百
八

十
四
万
千
円
追
加

町
の
一
般
会
計
予
算
は
、
五
千
百
八

十
四
万
千
円
を
追
加
し
て
、
総
額
十
四

億
千
百

四
十
五
万

五
千
円
と

し
ま
し

た
。
歳
出
の
主
な
補
正
は
農
道
高
尾
野

線
の
工
事
費
四
百
七
十
五
万
八
千
円
、

草
北
保
育
園
工
事
関
係
二
百
七
十
七
万

三
千
円
、
道
路
の
新
設
改
良
費
二
百
七

十
四
万
七
千
円
な
ど
。

◇
林
道
、
赤
羽
根
線
開
設
事
業
を
休
止

さ
き
の
二
月
定
例
町
議
会
で
議
決
さ

れ
た
林
道
赤
羽
根
線
開
設
事
業
は
、
道

路
用
地
の
解
決
に
時
間
が
か
か
り
、
年

度
内
の
完
工
が
危
ぶ
ま
れ
る
た
め
、
本

年
度
の
施
工
を
見
送
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。※

こ
の
ほ
か
、
部
落
道
の
町
道
編
入

請
願
に
つ
い
て
も
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

い

つ

ま

で

も

お

元

気

に

／

…
…
各
地
で
敬
老
会

こ
と
し
も
九
月
十
五
日
の
敬
老
の
日

を
中
心
に
、
各
地
で
に
ぎ
や
か
に
敬
老

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
年
寄
り
に
感
謝
と
尊
敬
の
心
を
表

わ
し
、
長
寿
を
祝

っ
て
、
ま
す
ま
す
元

気
で
明
る
く
豊
か
に
老
後
を
過
し
て
い

た
だ
こ
う
と
、
町
が
毎
年
催
し
て
い
ま

す
。
こ
と
し
数
え
で
七
十
五
歳
以
上
の

お
年
寄
り
は
五
百
人
。
最
高
齢
者
は
九

目標は36万 4,200円

赤
い
羽
根

で
親
し
ま
れ

て
い
る
国
民

助
け
合
い
共

同
募
金
運
動

が
、
こ
と
し

も
十
月

一
日

か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。

こ
の
運
動

は
、
世
の
中

上」　
ωい碑蛯教

こ

　

わ
せ
な
社
会

を
築
く
た
め

善
意
を
持
ち
よ
っ
て
助
け
合
う
国
民
運

動
で
す
。
こ
と
し
で
二
十
六
年
を
迎
え

町 ><高  森

しの赤い羽根募金

●  ●

●

お嫁さんにいいな 、,・・・・・・・Iた

内
訳
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
戸
別
募
金
　
三
十

一
万
四
千
二
百
円

▽
法
人
大
口
募
金
五
万
円

共
同
募
金
の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

高

森

昭

和

弥
永
輝
美
さ
ん

（２５
）

【
趣
味
】
音
楽
鑑
賞
、
魚
つ
り

「共同募金」のポスター

●

町九

議星
会例

色 見 地 区 の 敬 老 会

予
算
な
ど
七
議
案
可
決
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２
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明
治
十
年
、
西
南
の
役
当
時
、
阿
蘇

で
は

「
打
ち
こ
わ
し
」
が
起

っ
た
。
長

い
間
の
封
建
政
治
の
た
め
に
苦
し
ん
で

き
た
阿
蘇
の
農
民
は
、
戸
長

（今
の
町

村
長
）
や
地
主
、
高
利
貸
商
人
に
対
す

る
不
満
が
爆
発
し
て
暴
動
化
し
、
小
国

か
ら
阿
蘇
谷
、
南
郷

へ
と
広
が

っ
た
。

「
役
と
名
の
つ
く
も
の
は
膏
薬
で
も

打
ち
く
ず
せ
」
と
、
戸
長
征
伐
が
始
ま

り
、
特
に
ひ
ど
か
っ
た
の
は
阿
蘇
谷
と

隣
り
の
直
入
郡
で

あ

っ
た
。

官
軍
と
警
察
に

鎮
圧
さ
れ
捕
縛
さ

れ
た
も
の
八
千
五

本
多
重
熊
翁

　

百
人
と
い
わ
れ
た

lk

△ l

マ :

ホ寸

俊
男

歴史散歩

~¬

■=0_

「
可

原
L_

の
重
点
事

業
と
し
て
、
四
十
六
年

か
ら
県
と
本
町
が
環
境

庁
や
財
団
法
人
国
民
休

暇
村
協
会

に
一働
き

か

け
、
草
河
原

一
帯
に
誘

致
が
実
現
し
た
南
阿
蘇

国
民
休
暇
村
は
、
駐
車

場
に
引
き
続
き
本
館
宿

舎
も
完
成
。
い
よ
い
よ

十
月

一
日
か
ら
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。

国
民
の
保
健
休
養
の

場
に
な
る
も
の
で
、
建

物
は
鉄
筋
三
階
、
総
工

費
四
億
二
百
万
円
。
運

営
は
財
団
法
人
国
民
休

暇
村
協
会
が
あ
た
り
ま

す
が
、
町
で
は
こ
の
施

設
が
将
来
の

″観
光
高

森
″
の
核
に
な
る
も
の

と
各
地
か
ら
の
利
用
に

期
待
し
て

ま
す
。

が
、
南
郷
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
治
安

対
策
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
南
郷
の
人

心
の
お
だ
や
か
さ
に
よ
る
も
の
と
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
録
が

赤
羽
根
の
本
多
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る

南
郷
の
人
士
は
治
安
に
協
力
し
た
が

矢
津
田
村
戸
長
の
本
多
嘉
休
氏
は
野
尻

惟
則
氏
と
共
に
人
心
の
慰
撫
に
努
め
、

直
入
郡
ま
で
出
か
け
鎮

撫
に
努
力
、
そ
の
功
績

が
認
め
ら
れ
て
、
白
川

県
か
ら
賞
せ
ら
れ
て
い

フハ″Ｃ子
息
の
善
保
氏
は
郡

会
議
員
で
、
地
方
自
治

の
功
労
者
で
あ
る
。
中

村
出
身
の
本
多
重
態
翁

は
、
戸
長
役
場
を
振
り

出
し
に
、
警
察
官
、
小

学
校
と
勤
務
、
阿
蘇
郡

役
所
学
事
係
主
任
と
な

り
、
後
に
県
会
議
員
に

な

っ
た
が
、
篤
学
力
行

の
人
。
郡
内
の
女
子
教

育
の
振
興

に
努
力

さ

れ
、
特
に
柳
谷
か
ら
の

県
道
野
尻
線
開
通
の
大

恩
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
地
に
は
本
多
、
本

田
と
名
乗
る
人
が
多
い
。
正
保
二
年
乙

酉
二
月

（
一
六
四
五
）
本
多
親
正
の
手

記
や
、
藤
原
姓
本
多
家
先
祖
伝
記
に
よ

る
と
、
鎌
倉
の
武
士
、
本
田
次
良
親
経

か
ら
九
代
の
子
孫
、
本
多
掃
部
少
輔
、

戦
国
の
争
乱
で
浪
々
の
身
と
な
り
、
彦

山
の
座
主

（ざ
す
）
の
世
話
で
阿
蘇
大 広

い
駐
車
場
を
も
つ
国
民
休
暇
村

官
司
に
仕
え
、
失
津
田
の
地
頭
職
と
な

り
、
そ
の
子
本
多
民
部
、
中
村
に
居
住

し
、
勘
解
由

（
か
げ
ゆ
）
に
至
り
て
阿

蘇
家
没
落
し
、
御
百
姓
と
な
り
、
孫
嘉

三
兵
衛
が
矢
津
田
村
の
庄
屋
に
な
っ
た

と
あ
る
。
ま
た
民
部
の
孫
本
田
宮
内
が

僧
と
な
り
明
益
と
号
し
、
清
栄
山
麓
堂

床
に
創
建
し
た
の
が
円
満
寺
で
、
後
年

高
尾
野
に
移
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
記
録
は
河
原
の
本
田
初
男
氏
宅

や
円
満
寺
に
残

っ
て
い
る
。
本
田
は
ホ

ン
デ
ン
で
新
田
に
対
し
て
旧
田
、
信
州

本田(多 )、
二子石の一族

10
日
∵
―

日
か
ら

●

●  ●

●

の
持
ち
味
生
か
す

将
来
は
観
光
高
森
の
核
に

国
民
休
暇
村

は
国
立
、
国
定

公
園
内
に
設
置

す
る
集
団
体
養

施
設
。
す
で
に
全
国
で
二
十
六
カ
所
が

整
備
さ
れ
、
南
阿
蘇
国
民
休
暇
村
は
、

九
州
で
は
志
賀
島

（福
岡
）
、指
宿

（鹿

児

島
）
、
雲

仙

（長

崎
）

に
次
い
で

四
番
目
。
三
者
が

海
と
丘
陵
地
の
休

暇
村
で
あ
る
の
に

対
し
、
高
原
で
は

始
め
て
の
休
暇
村

と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。
総
面

積

六
十
九

・
六

診
。
阿
蘇
五
岳
を
間
近
か
に
見
る
裾
野

に
あ
り
、
背
後
は
雑
木
林
と
広
い
草
原

が
外
輪
山
に
連
な
り
、
春
の
新
緑
と
ワ

ラ
ビ
狩
り
、
夏
の
涼
風
、
秋
の
紅
葉
、

冬
の
根
子
岳
の
樹
氷
な
ど
四
季
折
々
に

自
然
の
深
勝
や
散
策
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

交
通
の
便
も
休
暇
村
の
前
を
通
る
国

道
二
六
五
号
線
が
、
国
道
五
七
号
、
国

道
三
二
五
号
線
に
接
続
し
て
お
り
、
国

鉄
高
森

駅
か
ら
も

わ
ず
か
四
♂
の
地

点
。
バ
ス
利
用
も
で
き
ま
す
。
こ
の
ほ

か
七
月

一
日
に
開
通
を
み
た
南
阿
蘇
登

山
有
料
道
路
を
利
用
す
れ
ば
、
こ
こ
か

ら
三
十
分
で
阿
蘇
中
岳
火
口
に
も
容
易

に
行
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ほ
ど
完
成
し
た
本

館
宿
舎
は
、
二
百
二
十

一
人
収
容
の
鉄

筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
三
階
建
て
で
、

延
べ
面
積
は
三
千
九
百
十
三
平
方
ソ
。

一
階
は
客
室
十
五
室

（和
室
）
を
は
じ

め
玄
関
、
ラ
ウ
ン
ジ
ー
、
売
店
、
事
務

室
、
食
堂
、
機
械
室
な
ど
、
三
階
は
客

室
十
七

（同
）
、　
ロ
ビ
ー
、
浴
室
、
大

広
間
会
議
室
、
三
階
は
客
室
二
十
三

（

和
室
二
十

一
、
洋
室
二
）
と
談
話
室
な

ど
が
配
さ
れ
、
全
館
暖
房
（
一
部
冷
房
）

に
多
い
が
、
有
名
な
善
光
寺
は
本
田
善

光
が
祀

っ
た
も
の
で
源
氏
流
、
本
多
は

藤
原
鎌
足
が
祖
で
あ
る
と
姓
氏
辞
典
に

あ
る
。

久
木
野
桜
山
城
主
、
二
子
石
九
郎
左

衛
門
は
阿
蘇
家
の
一
族
、
南
郷
七
人
衆

の
一
人
、
天
正
十
三
年
島
津
と
戦
い
、

利
な
く
矢
部
に
退
き
、
草
部
に
居
を
移

し
た
が
、
南
朝
の
忠
臣
、
菊
地
氏
と
共

に
賊
を
筑
紫
に
討

っ
た
が
、
白
鳥
の
戦

に
、
敵
将
の
首
を
盆
に
の
せ
て
の
首
実

験
、
血
こ
ん
一
筋
、
こ
れ
を
機
と
し
て

の
大
型
宿
舎
で
す
。

屋
根
は
切
妻
式
で
茶
か
っ
色
、
外
壁

は
ア
イ
ボ
リ
ー
ホ
ワ
イ
ト
と
、
色
彩
も

自
然
に
ぴ

っ
た
り
。
九
州
の
ほ
か
の
体

暇
村
に
見
ら
れ
な
い
大
、
中
、
小
の
会

議
室
が
あ
る
の
も

一
つ
の
特
徴
で
す
。

国
民
体
暇
村
協
会
で
は
、
続
い
て
今

年
度
中
に
テ
ニ
ス
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
運
動
広
場
を
作

る
計
画
で
あ
り
、
ま
た
来
年
度
は
五
百

人
程
度
を
収
容
す
る
野
営
場
な
ど
を
整

備
し
、
逐
次
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、
博

物
展
示
施
設
な
ど
を
建
設
し
て
い
く
予

定
で
す
。

町
で
も
こ
の
国
民
休
暇
村
が
、
将
来

の
国
鉄
高
森
―
高
千
穂
線
開
通
な
ど
と

併
せ
て
、
観
光
立
町
に
果
た
す
役
割
は

大
き
い
と
見
て
、
こ
ん
ご
の
Ｐ
Ｒ
作
戦

を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
九
に
一
文
字
」
を
家
紋
と
し
た
と
、

二
子
石
家
の
系
図
に
記
し
て
あ
る
。

有
名
な
二
子
石
官
太
郎
中
将
は
草
部

出
身
で
、
阿
蘇
南
部
校
第

一
回

（高
森

高
屋
敷
）
首
席
の
卒
業
生
で
あ
る
。
草

部
北
部
小
学
校
に
は

「
暁
暮
望
故
山
」

と
中
将
の
直
筆
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
阿
蘇
南
部
校
の
三
竹
で
有
名
な
二

子
石
武
喜
氏
は
弁
護
士
で
、
若
く
し
て

他
界
し
た
が
、
東
京
大
学
を
政
治
科
、

文
学
、
経
済
と
三
学
部
を
卒
業
し
た
逸

材
で
あ

っ
た
。

私
が
い
つ
も
は
か
な
い
足
跡
を
残

し
て
行
き
来
す
る
道
。
人
影
の
な
い

こ
の
野
道
は
、
穏
や
か
な
日
だ
ま
り

の
中
に
う
ね
う
ね
と
寝
そ
べ
っ
て
、

今
日
は
う
た
た
寝
を
楽

し
ん
で
い
る
よ
う
だ

っ

た
。野

面

（
の
ず
ら
）
の

風
も
、
も
う
あ
の
緑
が

む
ん
む
ん
す
る
放
慢
な

も
の
で
は
な
く
、
あ
る

か
な
し
か
に
流
れ
る
さ

び
さ
び
と
し
た
も
の
だ

こ
う
し
た
中
で
、
静
か
に
秋
を
迎

え
よ
う
と
す
る
花
に
は
、
気
品
の
あ

る
明
る
さ
が
あ
ら
た
。

そ
し
て
タ
チ
フ
ウ
ロ
の
二
人
の
姉

妹
は
、
つ
ぶ
ら
な
瞳
を
パ
ッ
チ
リ
開

け
て
、

一
年

Э

　

中
で
一
番
良

。

　

い
気
候
に
花

を
開
く
運
命

を
、
遠
く
深
い
天
の
奥
で
は
ほ
え
ん

で
い
ら
っ
し
や
る
創
造
の
神
に
感
謝

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

感
情
に
狂
い
勝
ち
な
生
き
も
の
に

は
到
底
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
こ

ま
や
か
な
穏
や
か
さ
に
あ
ふ
れ
て
い

た
。
こ
の
花
は
、
薬
草
と
し
て
も
名

高
い
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
と
は
同
じ
仲

間
だ
し
、
花
の
時
期
も
い
っ
し
ょ
な

の
で
、　
一
般
に
は
よ
く
間
違
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
注
意
し
て
み
る
と
、
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
の
方
が
、
花
が
ち
ょ

っ
と
小
さ
く
赤
味
が
強
い
し
、
タ
チ

フ
ウ
ロ
は
花
の
色
が
淡
い
ピ
ン
ク
で

形
も
大
き
い
の
で
大
体
区
別
で
き
る

と
思
う
。
熊
本
で
は
阿
蘇
だ
け
に
あ

っ
て
、
湿
原
に
咲
く
ツ
ク
シ
フ
ウ
ロ

と
と
も
に
、　
珍
し
が
ら

れ
て
い

る

が
、
野
尻
の
原
野
で
は
普
通
に
見
ら

れ
る
の
が
う
れ
し
い
。

秋
が
深
ま
り
、
草
原
が
黄
ば
み
始

め
る
と
、
深
い
切
れ
込
み
を
持

っ
た

葉
は
ま
る
で
紅
葉
の
よ
う
に
赤
く
色

づ
い
て
、
花
に
も
劣
ら
ず
、
そ
れ
だ

け
で
も
私
に
は
満
足
で
き
る
美
し
さ

を
感
ず
る
。

（
フ
ウ
ロ
ソ
ウ
科
）

高
森
町
文
化
財
保
護
委
員

佐
　
藤
　
武
　
之

一一一

っ
た
。

タチフウロ

IB l,500円 |ユ_主__

|

バス トイレ付和洋室

トイレ。広縁付

室 粋|

設 備―|

|―

1,800円 1,400円

食 事 料

大  人

1,700円

A 2,000H
1,700円

1,500円

2,800円

1,900円

2, 400円

小学生

は  1墨 |

艤鑢‐踏嚢
=畿

扮
｝『一

欝菫藤蒙
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【
会
議
室
】
大
、
中
、
小
の
会
議
室
が
あ
る

高
森
町
が
国
民
休
暇
村
の
誘
致
運
　
い
か
に
多
く
の
人
々
を
引
き
寄
せ
る

げ―

∫

∫

‥

ｌ

ｉ

ｌ

ｌ

ｉ

ｌ

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

‥

―

‥

―

―

‥

―

―

∫

‥

動
を
始
め
ら
れ
て
六
年
と
聞
い
て
い

ま
す
。
七
月
に
赴
任
し
て
か
ら
町
の

方
々
の
声
を
直
接
聞
き
ま
し
て
、
国

民
休
暇
村
に
対
す
る
熱
意
と
期
待
が

想
像
以
上
に
大

き
い
の
に
驚
き

ま
し
た
。
こ
れ

カ

ー

ー
そ
の
た
め
に
は

「
自
然
の
ふ
れ
合

い
と
心
の
ふ
れ
合
い
」
「
ど
な
た
で
も

お
気
軽
に
／
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

●

●

【
ダ
ウ
ン
ジ
ー
】

当
地
の
国
民
休
暇
村
は
高
原
の
特

性
が
十
分
生
か
さ
れ
て
お
り
、
全
国

の
休
暇
村
の
中
で
も
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
さ
は
抜
群
で
す
。
今
年
度
中
に
は

ス
ポ
ー
ツ
施
設

（
テ
ニ
ス
、
ソ
フ
ト

バ
レ
ー
、
ゲ

ー

ト

ボ

「

ル
）
、
芝
生

広
場
が
完
成

し
ま
す
の
で

″
町
民
の
憩

喫

茶

の

カ

ウ

ン

タ

ー

付

き

で

ホ
デ

ル

の

ロ
ビ

ー

な

み

。

て
も
ご
利
用
い
た
だ

休
暇
村
と
し
て
も
末

だ
さ
る
よ
う
お
願
い

【
客
室
】
和
室
五
十
五
、
洋
室
二
の
合
計
五
十
七
室
全
室
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ

付
き
、
特
別
室
は
応
接
間
、
バ
ス
、
ト
イ
ン
が
つ
い
て
い
る
。

目

【浴室】大浴室はまるで温泉を思わせる。

″
０
・

騨

・絋

　

駆

媚

誦

宮

崎

謙

爾

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
　
ズ
に
営
業
を
進
め
、
お
客
様
が
十
分

課
せ
ら
れ
た
使
命
だ
と
思

っ
て
い
ま
　
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
環
境

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
整
備
と
、
全
従
業
員
が
ま
ご
こ
ろ

世
界

一
の
阿
蘇

カ
ル
デ
ラ

火
山
　
の
こ
も

っ
た
接
客
を
心
が
け
ね
ば
な

と
、
南
郷
谷
の
大
自
然
を
生
か
し
、　
　
ら
な
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

―

ヽ
．
ギ

:111:||:1丼 |='::
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簡
易
保
険
は
大
正
五
年
十
月

一
日
か

ら
無
診
査
、
月
掛
、
集
金
を
特
徴
と
し

た
国
営
の
生
命
保
険
と
し
て
創
設
さ
れ

全
国
の
郵
便
局
で
そ
の
取
扱
い
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
。

以
来
六
十
年
郵
便
局
の
簡
易
保
険
と

し
て
、
広
く
皆
様
に
愛
さ
れ
、
親
し
ま

の
あ
と
徳
川
家
康
が
将
軍
に
な
る
と

そ
の
政
策
を
受
け
継
ぎ
「身
分
制
度
」

を
中
核
と
す
る
支
配
体
制
を
完
成
し

ま
す
。

そ
れ
が

「
士
、
農
、
工
、
商
、　
エ

タ
非
人
」
と
い
う
ま
こ
と
に
巧
妙
な

身
分
制
度
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
は

こ
れ
ら
の
制
度
が
す
べ
て
幕
府
安
泰

の
た
め
の
し
く
み
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

士
、
農
、
工
、
商
、　
エ
タ
、
非
人

と
分
け
た
の
は
、
民
衆
が
力
を
合
わ

れ
、
利
用
さ
れ
た
結
果
、
現
在
全
国
で

総
加
入
件
数
五
千
万
件
、
契
約
高
は
二

十
八
兆
円
を
超
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
簡
保
資
金
は
、
加
入
者
の
大
切

な
財
産
と
し
て
、
市
町
村
な
ど
の
地
方

公
共
団
体
を
は
じ
め
公
社
、
公
団
な
ど

政
府
機
関
に
融
資
さ
れ
、
住
宅
や
道
路

学
校
、
交
通
機
関
な
ど
皆
様
の
生
活
に

結
び
つ
い
た
身
近
か
な
生
活
環
境
の
整

備
拡
充
に
役
立

っ
て
い
ま
す
。

高
森
町
に
は
五
十
年
度
中
に
公
営
住

宅
建
設
事
業
九
百
三
十
万
円
、
住
宅
改

修
資
金
貸
付
事
業
に
百
七
十
万
円
が
融

資
さ
れ
、
現
在
ま
で
の
融
資
額
の
累
計

は
八
千
六
百
七
十
万
円
に
の
ぼ

っ
て
い

ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
簡
易
保
険
で
は
加

入
者
ホ
ー
ム
、
保
養
セ
ン
タ
ー
、
診
療

所
な
ど
の
福
祉
施
設
を
全
国
各
地
に
設

置
し
、
加
入
者
の
福
祉
増
進
に
も
努
め

て
い
ま
す
。

ま
た
、
創
業
記
念
日
に
ち
な
ん
で
、

毎
年
十
月
を

「簡
易
保
険
月
間
」
と
名

付
け
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
は
創
業
六

十
周
年
を
記
念
し
て
、
全
国
的
に
Ｐ
Ｒ

活
動
と
新
加
入
運
動
を
展
開
し
、
簡
易

保
険
に
対
す
る
皆
様
の
理
解
と
信
頼
を

一
層
深
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
簡
易
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
加
入
さ

れ
ま
す
よ
う
お
勧
め
し
ま
す
。

法

律

相

談

所

を

開

設

▽
日
時
　
十
月
四
日
か
ら
七
日
ま
で

毎
日
九
時
２
十
五
時

▽
場
所
　
高
森
簡
易
裁
判
所

地
区
ぐ
る
み
で
交
通
事
故
を
な
く
そ

う
―
と
、
草
部
地
区
で
交
通
安
全
パ
レ

今
日
の
被
差
別
部
落
の
発
生
は
、

実
に
こ
の
時
代
以
降
、
秀
吉
―
家
康

に
よ
っ
て
、
封
建
的
な
支
配
の
し
く

み
が
整
え
ら
れ
る
過
程
で
、
政
治
的

に
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

天
下
を
取

っ
た
秀
吉
が

一
番
心
配

し
た
の
は
、
い
つ
か
自
分
の
地
位
を

―
ド
が
九
月
二
十

一
日
、
草
部
小
、
中

学
生
、
町
議
会
議
員
、
交
通
安
全
協
会

奪
う
者
が
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
分
と
同
じ

よ
う
に
下
層
の
階
級
か
ら
成
り
上

っ

て
く
る
こ
と
を
押
え
る
よ
う
な
、
新

し
い
し
く
み
を
作
ら
な
け
れ
ば
安
心

で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
秀
吉
は

「
刀
狩
り
」
や
「太

閤
検
地
」

と
い
わ
れ
る
土
地
調
査

を
行

っ
て
、
農
民
と
武
士
を
は
っ
き

り
区
別
し
、
農
民
を
定
め
ら
れ
た
土

地
に
縛
り
つ
け
て
、
転
居
や
転
職
の

自
由
を
禁
示
し
ま
す
。
や
が
て
秀
吉

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H:::::::::::::::::::::::::::::::::ピ :

事故防止を誓い合う
<草 部 地 区>

交通安全大パレー ド

パ トカーを先頭に交通安全パレー ド

>4<

江
戸
時
代

の
差
別

政
策

●

●

員
な
ど
地
区
住
民
約
二
百
人
が
参
加
し

て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

秋
の
交
通
安
全
運
動
の
行
事
と
し
て

企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
日
は
午
前

九
時
に
草
部
南
部
小
学
校
に
集
ま

っ
て

事
故
防
止
を
誓
い
合

っ
た
あ
と
、
パ
レ

―
ド
に
出
発
。
パ
ト
カ
ー
を
先
頭
に
鼓

笛
隊
の
マ
ー
チ
に
合
わ
せ
て
、
社
倉
―

小
檜
木
―
永
野
原
に
官
原
―
小
学
校
と

地
区
の
メ
ー
ン
道
路
約
六
♂
を

一
巡
し

ま
し
た
。

ド
ラ
イ
バ
ー
や
畑
仕
事
中
の
人
は
大

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
び

っ
く
り

し
た
様
子
で
し
た
が
、　
一
行
に
温
か
い

声
援
を
送
り
ま
し
た
。
ま
た
同
日
は
、

役
場
出
張
所
前
の
広
場
に
ア
ド

ノミ
ル
ー

ン
も
上
が
り
、
同
地
区
の
安
全
意
識
を

い
っ
そ
う
引
き
立
て
ま
し
た
。

国
や
町
づ
く
り
に
貢
献

せ
る
こ
と
が
で
さ
な
い
よ
う
に
す
る

「
分
割
支
配
政
策
」
の
現
わ
れ
で
し

た
。
当
時
、
武
士
の
生
活
を
支
え
る

た
め
に
、
農
民
は
重
い
年
貢
に
悩
ま

さ
れ
、
そ
の
不
満
は
つ
の
る
ば
か
り

で
し
た
。
そ
の
強
い
不
満
を
そ
ら
す

た
め
に
、
幕
府
は
い
わ
ゆ
る
賤
民
身

分
を
つ
く
り
、
そ
の
人
た
ち
を
い
や

し
め
る
政
策
を
と
り
、
農
民
の
不
満

を
押
え

て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
幕
府
の
政
策

に
よ
っ
て
、　
エ
タ
、
非
人
身
分
が
つ

く
ら
れ
た
の
で
す
。
　

（
つ
づ
く
）

高
森
中
　
狭
間
　
武
雄

「簡
易
保
険
」
に́
ご
加
入
を


