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肥
後
狂
句

声
、
青
痴
の
遺
伝
し
と
る
僕

太
過
ぎ
て
、
も
う
サ
ラ
金
じ
ゃ
賄
え
ん

む
し
暑
さ
、
サ
ウ
ナ
の
如
た
る
ト
タ
ン
屋
根

一
級
品
、
値
段
付
け
て
ん
売
ら
ん
趣
味

遠
方
か
ら
、
浄
財
の
来
る
頌
徳
碑

声
、
鶴
ァ
一
と
鳴
き
ば

っ
て
ん
が

遊
園
地
、
子
守
も
か
た
る
ミ
ニ
野
球

太
過
ぎ
て
　
釣
竿
ぐ
る
み
か
や
り
込
み

太
過
ぎ
て
　
３
Ｌ

（
ス
リ
ー
エ
ル
）
で
ん
間
に
合
わ
ん

遊
園
地
、
孫
と
楽
し
む
滑
り
台

む
し
暑
さ
、
風
鈴
ま
で
も
延
び
切

っ
て

大
過
ぎ
て
、
額
の
魚
拓
の
疑
わ
れ

一
級
品
、
同
地
ゃ
置
け
ん
桐
ダ
ン
ス

遊
園
地
、
奉
仕
に
来
と
る
草
む
し
り

俳

　

句

雨
止
み
て
踊
賑
は
ふ
宵
祭

も
つ
れ
つ
つ
又
め
ぐ
り
来
る
夏
の
蝶

打
ち
ど
め
の
花
火
大
き
く
続
け
ざ
ま

対
岸
に
花
火
終
り
の
灯
の
振
ら
れ

夜
詣
り
の
墓
道
照
ら
す
盆
の
月

留
守
番
の
音
聞
く
の
み
の
揚
花
火

ふ
る
ま
い
の
樽
酒
に
酔
う
夏
祭

夕
立
に
軒
端
温
る
る
祭
客

甥
姪
を
連
れ
て
夜
店
を

一
卜
め
ぐ
り

国
道
の
事
故
の
現
場
の
盆
の
供
華

バ
イ
ト
の
子
い
ま
だ
帰
ら
ず
大
西
日

こ
も
ご
も
に
病
む
子
い
た
わ
り
夏
の
旅

人 口
-7月 31日 現在―

9,810人 非 |!::る

':炎
1比千檜以険・・・・・・・・……・・・・・・2,637

転入 38  出生 11

転出 34  タビ亡 11

「敬 老 会」で 長 寿 を お 祝 い

9月 15日 は敬老の日。この日は長年にわたって社会に尽してこら

れたお年寄 りに感謝と尊敬の心を表わし、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いうものです。町ではことしも9月

15日 を中心に婦人会などの力で「敬老会」を催し、お年寄りの長寿

をお祝いすることにしています。 【写真は昨年の色見の敬老会】

報

発行 阿蘇郡 高森 町役場  TEL(高 森局09676)② 0611〔代表〕
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″

馬
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馬
笑

田
上
黙
公
子

林
田
　
端
子
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繊
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ぬ
子
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内
田
あ
や
女

松
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ぶ
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桐
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林
　
　
久
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古
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絵
日
傘
に
瀬
し
ぶ
き
う
け
て
球
磨
下
り

新
盆
や
夫
の
遺
影
の
新
た
な
り

産
卵
の
亀
帰
り
行
く
土
用
浪

す
ぼ
み
行
く
風
船
に
泣
く
祭
の
子

髪
切
り
て
夫
に
似
し
子
の
日
焼
か
な

外
輪
の
影
を
浮
か
し
て
揚
花
火

抱
け
ば
す
ぐ
眠
る
み
ど
り
児
縁
涼
し

向
日
葵
に
昼
静
か
な
る
飯
場
か
な

雑

　

詠

今
　
　
昔

上
色
見
　
後
藤
嘉
平

（８６
）

ｏ
十
八
で
ふ
み
か
き
そ
め
し
今
の
手
が

八
十
す
ぎ
て
又
艶
書
を
書
く

ｏ
老
い
ぬ
れ
ば
弱
る
は
人
の
常
な
れ
ば

心
は
強
く
な
が
く
保
た
ん

楽
　
天

御

　

幸

　

祭

社
倉
　
今
泉
多
美
江

（８３
）

日
輪
輝
き
　
吉
見
大
神
現
れ
給
い

あ
ま
ね
く
万
物
　
善
悪
を
御
覧
じ
給
ふ

せ
め
て
今
日

一
日
恐
慎
し
　
神
の
深
き

御
恵
に
浴
し
た
き
も
の

殺
人
強
盗
詐
欺
　
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件

人
間
は
な
め
ら
れ
て
も
天
神
が
な
め
ら

れ
る
と
思
う
か
―
―

天
罰
思
い
知
れ
―
と
は
　
御
興
の
内
よ

り
　
神
の
御
声

天
網
快
快
　
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず

本

田
医
師

の
出
版

に
際

し
て

湯
の
里
荘
　
今
村
美
園

（６７
）

ｏ
本
田
医
師
体
験
の
診
話
談
著
書
賜
ふ

そ
の
完
成
の
苦
労
思
ほ
ゆ

○
遠
き
日
の
農
協
職
場
の
弱
き
我
を
治

療
懇
切
本
田
ド
ク
タ
ー
は

思
ひ
が
け
ぬ
本
田
ド
ク
タ
ー
の
著
書

サーーー
く
封
切
る
手
許
の
も
ど
か
し
き
か

な婦
人
科
の
本
田
ド
ク
タ
ー
の
編
み
給

ふ
珍
話
ま
こ
と
か
泣
き
笑
ひ
読
む

我
独
り
読
み
て
な
じ
む
は
惜
し
か
り

き
遠
近
の
君
等
に
送
ら
む
と
す
る

（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
∨

▽
河
原
の
後
藤
ミ
ヤ
ジ

ュ
さ
ん
か
ら

（夫
、
師
学
さ
ん
。
５４
歳
死
去
）

∧

一
般
寄
付
∨

〉
昭
和
の
二
子
石
荒
義
さ
ん
か
ら

（初
盆
の
お
返
し
と
し
て
）

▽
松
若
高
森
民
踊
会
の
み
な
さ
ん
か
ら

（風
鎮
祭
の
御
花
の
一
部
を
）

Λ
学
校
関
係
∨

▽
河
原
の
後
藤
ミ
ヤ
ジ

ュ
さ
ん
か
ら

（河
原
小
、
中

へ
）

柴
田
ふ
い
子

平
田
る
り
子

岩
下
　
扶
美

山
村
ふ
み
子

S51.7.16～ 8.15

(出生児)(性別)(生年月日)第 205号

昭和51年 黎r■

月 日

生

(保 護 者)

田上 幸正

本川 一徳

芹口二三孝

芹口 秀吉

本田 健一

檜木野龍男

瀬井 正三

瀬井公吉郎

亡

(遺 族)

後藤 金男

工藤 西雄

甲斐フミ子

後藤 ハル

51.7.21

51.8.1

51.7.15

51,7.17

51. 7.30

51.7.12

51. 7.20

51.8.12
″ハln
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出

(住所)

昭 和

山 鳥

草 部

芹 ロ

中

河 原

津 留

野 尻

死

(住所)

洗 川

永野原

草 部

河 原

男

女

男

男

男

女

女

女

司

子

直

二

剛

子

き

奈

ゆ

里

壮

淳

孝

祐

貴

友

み

英
9       9       9
月    月    月
26     19     12

日

本

田

医

院

上
町
②
０
０
１
６

日

藤

本

医

院

中
松
⑦
０
０
２
０

日

後

藤

医

院

下
田
⑦
０
０
１
９

１０
月
３
日
　
平
　
田
　
医
　
院

。
②

・
(3)

・0
・(→

・(つ

。
(9)

な 内 容

ふえる一方の療養給付費…………

11民年金、 9月 から支給額アツプ

風鎮祭、踊りや仮装で賑う………・

町ぐるみ環境浄化に努める………

高森の歴史散歩 。郷上の博物誌…

みんなの広場 。よろしく……………

お も

□

□

□

□

□

□

(続柄)(死亡者)儀聯 (年月盲)

妻 後藤ヲシジュ69

長男 工藤 幸喜 0
長男 甲斐 味幸 鋭

夫  後藤  久 75
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・

午
ら
ま
　
一

は
か
時
　
一

療
時
５
　
一

診
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一
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51.8.15

・
ヽ

ｎ
＝
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町
国
保

昭和51年 9月 1日 広 報 た か も り 第 205号  し,昭和51年 9月 l日広 報 た か も り(9) 第205号

全
国
的
に
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
で
も
こ
の
ほ
ど
昭
和
五
十
年
度
国
保
会
計
の
し
め
く
く
り
を
し
ま
し
た

が
、
ご
多
聞
に
も
れ
ず

″火
の
車
“
。
そ
こ
で
、
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か

を
考
え
て
み
ま
し
た
。

平
均
六
千
八
百
五
十
人
で
す
か
ら
、　
一

人
当
た
り
四
万
五
千
七
百
円
の
療
養
諸

費
を
使

っ
て
い
る
勘
定
。
四
十
九
年
の

一
人
当
た
り
が
三
万
八
千
六
百
円
で
し

た
か
ら
、
そ

の
ふ
え
方
は

目
を
見
は
る

も
の
が
あ
る

十
年
は
四
回
で
す
。

第
二
は
、
病
気
が
長
期
化
し
た
り
、

悪
化
し
た
り
し
て
入
院
す
る
人
や
医
者

に
か
か
る
人
が
ふ
え
た
こ
と
。
入
院
は

千
三
百
五
十
人
で
、
四
十
九
年
度

‘よ
り
わ
ず
か
な
が
ら
十
九
人
ほ
ど

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

人
院
と
な
る
と
、　
一
件

当

た

り
二
日
の
割
り
で
平
均
十
万
九
千

八
百
円
の
費
用
が
必
要
。
年
間
の

費

用
額

は

一
億
四
千
八
百
万
円

で
、
全
療
養
諸
費
の
割
合
い
か
ら

見
れ
ば
四
七

・
七
で
で
す
。
ま
た

通
院
は
二
万
六
千
四
百
件
で
、　
一

．

件
当
た
り
二
十
九
日
平
均
と
し
て

六
千
百
八
十
八
円
が
支
給
さ
れ
、

全
療
養
諸
費
の
五
二
・
三
で
。

ご

の
ほ
か
、
依
然
歯
科
診
療
も

多
く
三
千
三
百
件
。　
一
件
当
た
り

六
千
八
百
七
十
八
円
が
必
要
で
、

合
計
二
千
二
百
七
十
万
円
の
保
険

給
付
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
病
気

の
傾
向
も
大
き
く
変
化
し
て
、
と

く
に
ガ
ン
や
成
人
病
と
い
わ
れ
る

高
血
圧
、
そ
れ
に
事
故
に
よ
る
負

傷
も
ふ
え
、
医
者
通
い
が
日
立
ち

ま
す
。

・
一
方
、
医
者
を
転
々
と
変
え
た
り
す

る
人
が
多
い
の
も
受
診
件
数
を
上
昇
さ

せ
る

一
つ
の
原
因
。
早
期
発
見
、
早
く

治
療
し
て
健
康
管
理
に
つ
と
め
た
い
も

の
で
す
。

私
た
ち
が
医
者
に
か
か
っ
た
場
合
、

ひ
と
口
に
言
う
と
、
療
養
費
の
三
割
が

一
部
負
担
と
い
う
名
目
の
自
己
負
担
、

あ
と
の
七
割
の
う
ち
お
よ
そ
四
五
ギ
が

国
の
補
助
、
五
五
幹
が
町
負
担
と
な
り

ま
す
。

町
負
担
と
い
っ
て
も
、
も
と
は
と
い

え
ば
、
私
た
ち
の
納
め
る
国
民
健
康
保

険
税
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
運
営
さ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。
五
十
年
度
給
付
で
は

一
年
間
に
七
百
三
十
八
万
六
千
円
の
給

付
を
受
け
た
世
帯
や
、
百
十
回
も
医
者

に
か
か
っ
た
世
帯
が
見
ら
れ
、
国
保
制

度
の
あ
り
が
た
味
を
痛
切
に
味
わ

っ
て

い
る
の
で
す
。

第
三
に
は
、
納
税
率
の
伸
び
悩
み
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
五
十
年
度
の
納
付
状

況
は
九
八

・
七
で
で
、
ま
だ
百
万
九
千

円
が
残

っ
て
お
り
目
下
整
理
を
急
い
で

い
る
と
こ
ろ
で
す
。　
　
　
　
　
　
＼

●Ⅲ'11◆ ●Ⅲl,、
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国
民
健
康
保
険
―
―
も
う
す

っ
か
り

お
な
じ
み
の
こ
と
ば
で
す
。
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
に
拠
出
し
て
医
療
費
を

負
担
す
る
制
度
で
す
。

こ
れ
を
経
理
す
る
国
保
会
計
が
、
い

ま
非
常
に
苦
し
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
ど
町
の
国
保
係
が
ま
と
め

た
五
十
年
度
決
算
で
は
、
歳
入
が
二
億

八
千
七
十
三
万
六
千
円
、
歳
出
は
二
億

五
千
八
百
三
十
七
万
七
千
円
と
な

っ
て

お
り
、
こ
れ
を
四
十
九
年
度
と
比
較
す

れ
ば
歳
入
で
十
七

・
三
で
、
歳
出
で
二

十
で
の
増
加
。
そ
の
著
し
い
ふ
え
方
が

注
目
さ
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
」

で
は
、
い
っ
た
い
そ
の
原
因
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

第

一
は
、
療
養
件
数
が
大
幅
に
ふ
え

て
い
る
こ
と
。
四
十
九
年
度
は
二
万
千

八
百
四
十
五
件
だ

っ
た
受
診
件
数
が
、

五
十
年
度
に
は
二
万
八
千
八
十
三
件
。

一
年
間
に
二
百
三
十
八
件
も
ふ
え
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
支
出
し
た
療
養
諸
費

も
四
十

九
年
度
の

二
億
六
千

九
百
八

福
沢
諭
吉
翁
の
処
訓
を
中
心
に
人
間

の
生
き
る
道
に
つ
い
て
考
え
プえ
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
世
の
中
で
一
番
楽
し

く
り
っ
ば
な
こ
と
は
、　
一
生
涯
を
貫
く

仕
事
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
な

ど
で
、
五
十
年
も
六
十
年
も
う
ま
ず
た

ゆ
ま
ず
、
こ
つ
こ
つ
と
自
分
の
仕
事
に

魂
を
打
ち
込
ん
で
、
十
年

一
日
の
ご
と

く
続
け
ら
れ
て
い
ら
れ
る
尊
い
姿
に
接

す
る
ご
と
に
、
全
く
頭
の
下
が
る
思
い

が
す
る
。

輝
い
て
い
る
眼
光
の
中
に
、
何
物
に

も
お
そ
れ
の
な
い
鋭
さ
が
あ
る
。
眼
を

中
心
に
動
く
手
と
足
と
体
の
動
き
、
熊

本
県
民
は

一
つ
の
欠
陥
と
し
て
、
持
久

力
が
欠
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

私
は
ま
ず

一
つ
の
職
に
つ
い
た
ら
、

十
五
万
円
、
五
十
年
度
は
二
億
千
三
百

万
円
と
四
千
三
百
万
円
増
加
し
ま
し
た
。

町
国
保
の
被
保
険
者
が
五
十
年
度
の

生
き
る

津道
留 に

つ
匡

菖 い
範 て

お
年
寄
リ
が
多
い
診
療
所
の
待

室

「張り絵」ネコの王ころがし

野尻小 2年

なかね りつこ

●  ●

●  ●

〓
一
　

（
７３
）

是
が
非
で
も
十
年
間
は
続
け
る
べ
き
で

あ
る
と
思
う
。
だ
い
た
い
十
年
間
で

一

生
涯
を
貫
く
職
も
決
す
る
だ
ろ
う
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
世
の
中
で

一
番
さ
み
し

い
こ
と
は
、
す
る
仕
事
が
な
い
こ
と
で

あ
る
ｃ
不
景
気
風
が
よ
う
や
く
吹
き
ま

く

っ
て
き
て
、
大
業
者
が
全
国
で
百
万

余
人
と
い
わ
れ
て
い
る
い
ま
で
さ
え
、

職
に
就
こ
う
と
し
て
も
、
自
分
に
そ
の

職
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
長

い
人
生
の
中
に
は
、
よ
い
時
と
悪
い
時

が
あ
ざ
の
う
縄
の
よ
う
に
め
ぐ

っ
て
く

る
に
違
い
な
い
。

自
分
の
現
在
の
職
に
心
か
ら
貴
さ
と

喜
び
を
抱
い
て
、
な
る
べ
く
離
職
し
な

い
こ
と
だ
。
特
に
若
い
人
は
―
。

受診は年間2万8千件

保険財政を大きく圧迫

と
い
え
ま
し
よ
う
。　
一

人
当
た
り
の
医
者
に
か

か

っ
た
回
数
も
四
十
九

年
度
は
三

。
九
回
。
五

〓
　

一一
　

一一
　

一一
　

一一
　

〓

ゴ
ミ
を
減
ら
し

住
み
よ
い
町
に

旭

通

　

一　
主
　
婦

さ
き
に
発
行
さ
れ
た
広
報
紙
の
中
で

「
ゴ
ミ
減
ら
し
を
考
え
よ
う
」
と
い
う

記
事
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

私
も
ゴ
ミ
の
な
い
清
潔
な
町
づ
く
り
推

進
に
同
感
す
る

一
人
で
す
。

町
を
歩
い
て
ゴ
ミ
集
荷
所
を
見
る
と

ち
ょ
っ
と
庭
の
隅
に
で
も
埋
め
る
こ
と

が
で
き
た
の
に
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、

ビ
ン
、
カ
ン
、
ポ
リ
容
器
な
ど
も
よ
く

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
物
に
よ
っ
て
は
、

販
売
店
に
返
え
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
庭
の
事
情
で
一
概
に
は
い
え
ま
せ

ん
が
、
ゴ
ミ
収
集
制
度
が
町
に
な
か
っ

た
日
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
私
た
ち
は

家
庭
か
ら
出
た
不
燃
物

も

っ
と
ゴ
ミ
減
ら
し
に
協
力
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

雨
の
日
な
ど
、
清
掃
車
の
方
々
が
苦

労
し
て
、
私
た
ち
の
出
し
た
不
必
要
な

も
の
を
か
た
ず
け
て
行
か
れ
る
の
を
見

ま
す
と
、
中
し
分
け
な
い
気
持
ち
に
さ

え
な
り
ま
す
。

町
の
ゴ
ミ
収
集
制
度
が
末
長
く
ス
ム

ー
ズ
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
ま
た

″清

潔
で
住
み
よ
い
街
″
を
実
現
す
る
た
め

み
ん
な
で
も
う

一
度
家
庭
か
ら
出
る
ゴ

ミ
を
考
え
な
お
し
て
み
よ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

¨
原

稿

募

集

¨

係
で
は
、
み
な
さ
ま
の
投
稿
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
要
領
で
、
ふ

る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▽
あ
て
先
　
高
森
町
役
場

「
広
報
た
か

も
り
」
係
へ
。

▽
テ
ー
マ
　
題
材
は
自
由
で
す
。

〉
原
稿
枚
数
　
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙

二
ヽ
二
枚
以
内
。
短
く
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

▽
記
入
事
項
　
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

職
業
、
匿
名
希
望
の
場
合
は
そ
の
旨

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
投
稿

さ
れ
た
原
稿
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
。

llrr.t,rlllx,+trllllr,+..rlll,+.,il1tr,,ry'ruL+,'rIl,- irilt[.t.irnIri:v,tIltr.+.rilIr'

南
阿
蘇
国
民
休
暇
村
の

支
配
人
と
し
て
着
任
し
た

宮
崎
謙
爾
さ
ん
（三・）

り
観
光
″
が
多
く
地
元
に
観
光
客
を

留
め
る
こ
と
が
課
題
で
す
。
さ
い
わ

い
高
森
は
美
し
い
自
然
が
い
っ
ば
い

な
の
で

″自
然
の
ふ
れ
合
い
。
心
の

ふ
れ
合
い
″
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
、
精
神
（
心
）
の
サ
ー
ビ
ス
に
努
め

の
ほ
ど
南

阿
蘇
国
民

休
暇
村
の

支
配
人
と

し
て
着
任

さ
れ
ま
し

た
。

「
み

な
さ
ん
の

期
待
が
大
き
い
だ
け
に
、
い
か
に
客

足
を
寄
せ
る
か
責
任
重
大
で
す
。
当

地
の
国
民
休
暇
村
は
高
原
の
特
性
が

十
分
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、
全
国
の

体
暇
村
の
中
で
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

さ
は
抜
群
。
し
か
し
阿
蘇
は

″素
通

オ
ー
プ
ン
を
間
近
か
に
控
え
、
こ

分
で
す
。

宮
崎
支
配
人
は

東
京
都
出
身
。
四

十

一
年
に
東
京
農

大
を
卒
業
し
て
国

民
休
暇
村
協
会
に

入
社
、
四
十
九
年

三
月
か
ら
千
葉
県
の
館
山
国
民
休
暇

村
副
支
配
人
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

趣
味
は
卓
球
、
草
野
球
な
ど
。
家
庭

は
千
恵
子
夫
人

（（
二九
）と
母
、
子
供

二
人
の
四
人
暮
ら
し
。
下
町
の
西
蓮

寺
近
く
に
住
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
い
」
と
意
欲
十

咄

パti■切

燎

養

費

柳

　

『
　
　
∬

「

技
保
険
者
数
　
獅
　
　
　
　
獅
　
　
　
　
¨
　
殺
人

療養費の推移 rrrrl'::i{n
E(i :ii i?

々
｀

も
｀
911

ヽ
ヽ

ヽ
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天。

３

ｔ

腱
六

身
障
者
の
受
診

料
は
半
額
免
除

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
は
契
約
者
が
陛
帯

主
で

「
視
覚

・
聴
覚
障
害
者
」

「
重
度

の
し
体
不
自
由
者
」

「
重
度
の
戦
傷
病

者
」
で
あ
れ
ば
半
額
免
除
の
取
扱
い
が

さ
れ
ま
す
。

要
領
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
関
係
職
員
の
方
に

「
身
体
障
害
者
手
帳
」
ま
た
は

「
戦
傷

病
者
手
帳
」
そ
れ
に

「
健
康
保
険
証
」

を
提
示
し
、
所
定
の
半
額
免
除
申
請
書

に
転
記
し
て
も
ら
つ
て
く
だ
さ
い
。

な
お

「
貧
困
な
身
体
障
害
者
」
に
つ

い
て
は
全
額
免
除
の
手
続
き
が
あ
り
ま

す
。
く
わ
し
く
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
九
州
本
部
奮

熊
本
⑬
２
１
５
１
へ
。

く
ら
し
を
見
直
す

懸
賞
作
文
を
募
集

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の
要

領
で
懸
賞
文
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ふ

る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

∧
テ
ー
マ
∨
　
く
ら
し
を
見
直
す

〔原
　
稿
〕
　

▽
四
百
字
詰
十
枚
前
後

〉
原
稿
は
必
ず
と
じ
、
末
尾
に
応
募
者

の
氏
名
、
住
所
、
職
業
、
年
齢
、
電
話

番
号
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
▽
応
募
原

稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
▽
原

稿
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
。

〔締
切
り
〕
　

十
月
十
五
日

〔宛
先
〕
　

一０
一
〇
八
東
京
都
港
区
高

輸
三
―

一
三
―
三
二
　
国
民
生
活
セ
ン

タ
ー
懸
賞
文
募
集
係

〔入
選
〕
　

▽
特
選

一
編
五
万
円
△
入

選
作
三
編
三
万
円
〉
佳
作
若
千
記
念
品

※
入
選
者
は
直
接
通
知
が
あ
り
ま
す
。

竜
北
町
で
は
合
併
二
十
二
周
年
を
記

念
し
て
、
躍
動
す
る
町
づ
く
り
を
図
案

化
し
た
、
明
る
く
新
鮮
な
町
章
を
公
募

し
て
い
ま
す
。

〔内
容
〕
竜
北
町
を
象
徴
し
、
町
民
に

親
し
ま
れ
る
明
る
く
新
鮮
な
デ
ザ
イ
ン

で
町
旗
や
記
章
、
胸
章
な
ど
に
も
利
用

で
き
る
も
の
。

〔応
募
方
法
〕
①
他
の
作
品
と
ま
ぎ
ら

わ
し
く
な
い
も
の
②
採
色
は
黒

一
色
と

し

一
枚

一
点
と
す
る
③
図
案
は
官
製

ハ

ガ
キ
の
裏
面
上
部
に
八
彩
ぐ
ら
い
の
面

積
に
書
き
、
下
部
余
白
に
表
現
内
容
、

年
齢
、
勤
務
先
、
電
話
番
号
を
付
記
す

フ０
こ
ル
一。

〔応
募
資
格
者
〕
県
内
居
住
者
に
限
る

〔締
切
り
〕
　

九
月
三
十
日

〔送
り
先
〕
八
代
郡
竜
北
町
大
字
島
地

（
０
八
六
九
―
四

一
）
屯
北
町
公
民
館

〔賞
品
〕
特
選

一
点
五
万
円
、
人
選
二

点
各

一
万
円

※
問
い
合
わ
せ
は
竜
北
町
②
０
４
１
８

へ
。交

通
遺
児
対
象

に
奨
学
生
募
集

財
団
法
人

「
交
通
遺
児
育
友
会
」
は

交
通
遺
児
の
み
な
さ
ん
を
対
象
に
奨
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
大
学
奨
学
生
】

▼
応
募
資
格
　
①
交

通
遺
児
ま
た
は
交
通
事
故
に
よ
る
重
い

後
遺
症
者
の
子
弟
②
成
績
優
秀
者
　
▼

奨
学
金
　
月
額
二
万
円
　
▼
採
用
方
法

書
類
審
査
と
採
用
試
験

（学
科
、
面

接
）
　

▼
申
し
込
み
方
法
　
出
願
書
類

は
大
学
、
高
校
に
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
東
京
都
千
代
田
区
永
田

町

一
―
十

一
平
河
ビ
ル
　
財
団
法
人

「

交
通
遺
児
育
英
会
」
へ
。

県
産
品
愛
用
運

動
の
標
語
募
集

県
で
は
広
く
県
産
品
に
対
す
る
意
識

の
高
揚
と
需
要
増
加
を
図
る
た
め
、
次

の
要
領
で
県
産
品
に
対
す
る
標
語
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

◇
課
題
　
「
県
産
品
愛
用
を
テ
ー
マ
と

す
る
も
の
」

◇
出
品
方
法
　
①
官
製

ハ
ガ
キ
一
枚
三

首
ま
で
②
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業

（勤
務
先
ま
た
は
学
校
名
）
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
作
品
の
送
り
先
　
熊
本
市
水
前
寺
六

丁
目

一
八
番

一
号

（
０
八
六
二
）
熊
本

県
商
工
労
働
水
産
部
商
政
課

◇
締
切
り
　
九
月
六
日

（消
印
有
効
）

県
立
美
術
館
で

ロ
ダ
ン
展
開
幕

県
立
美
術
館
で
は
ロ
ダ
ン
展
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

〔期
　
間
〕
▽
八
月
二
十
九
日

（
日
）

―
九
月
二
十
六
日

（
日
）
▽
フ
ラ
ン
ス

国
立
ロ
グ
ン
美
術
館
所
蔵
の
ロ
ダ
ン
の

作
品
百
六
十
三
点
を
展
示
す
る
。
代
表

作
は

「
青
銅
時
代
」

「
考
え
る
人
」

「
接
吻
」
な
ど
。

（月
曜
日
休
館
）

放
送
資
料
室
の

見
学
に
ど
う
ぞ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
九
州
本
部
（熊
本
）
で
は
、「熊

本
放
送
資
料
室
」
を
新
設
し
ま
し
た
。

放
送
が
始
ま
っ
て
以
来
五
十
年
、
昭

和
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
姿
を
、
番
組
を
中
心
に
浮
き
ば
り

に
す
る
と
同
時
に
古
い
機
器
資
料
を

一

堂
に
集
中
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
み
な
さ
ん
お
揃
い
で
見
学
に

お
い
で
下
さ
い
。
団
体
の
場
合
は
、
前

も

っ
て
お
電
話
く
だ
さ
い
。
ま
た
は
ハ

ガ
キ
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
一０
八
六

〇
熊
本
市
千
葉
城
町
二
―
七
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ

九
州
本
部
見
学
係
雷
五
三
―
二

一
五

一

「歌
会
始
め
」
の

詠
進
要
領
決
る

新
春
に
阜
居
で
行
わ
れ
る

「
歌
会
始

め
」
の
選
者
と
詠
進
要
領
が
、
こ
の
ほ

ど
官
内
庁
か
ら
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
来

年
の
お
題
は

「
海
」
。
詠
進
歌
は

一
人

一
首
、
未
発
表
の
歌
に
限
り
ま
す
。

詠
進
の
期
間
は
九
月

一
日
か
ら
十
月

十
二
日
ま
で
。
あ
て
先
は

「
郵
便
番
号

１
０
０
東
京
都
千
代
田
区
千
代
田

一
番

一
号
官
内
庁
」
と
し
、
封
筒
に

「
詠
進

歌
」
と
書
き
添
え
て
く
だ
さ
い
。
選
者

は
佐
藤
佐
太
郎
氏
ら
五
人
が
決
定
し
て

い
ま
す
。
応
募
要
領
は
総
務
課

へ
。

／
第
四
の
問
題
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
被
保
険
者
の
減
少
。
四
十
五
年
に

八
千
百
九
十
人
だ

っ
た
保
険
者
が
、
五

十
年
に
は
六
千
八
百
四
十
五
人
と
千
三

百
四
十
五
人
減
り
ま
し
た
。
勤
め
人
の

増
加
に
よ
る
社
会
保
険

へ
の
転
出
や
、

働
く
能
力
の
あ
る
若
者
の
流
出
は
、　
一

面
で
は
、
ま
す
ま
す
負
担
能
力
を
低
下

さ
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、
い
ま
や
国
保
問
題
は

地
方
向
治
運
営
の
大
き
な
ネ
ッ
ク
に
も

な
っ
て
お
り
、
国
、
県
の
抜
本
的
な
制

度
改
善
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
国
保
施
策
は
、
私
た
ち
自
身
の

問
題
と
し
て
十
分
に
考
え
、
政
治
に
反

映
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
年
金
額
が
拠
出
年
金
で

平
均

一
六

。
一
で
、
福
祉
年
金
は

一
二

・
七
ギ
引
き
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

九
月
分
と
十
月
分
か
ら
新
年
金
額
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
改
定
で
、
拠
出

年
金
は
二
十
五
年

加
入
の
場
合
夫
婦

合
わ
せ
て
月
額
六
万
五
千
円
、
付
加
年

金
を
合
わ
せ
る
と
夫
婦
で
七
万
五
千
円

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
は
被

保
険
者
の
み
な
さ
ん
が
医
者

（医
療
機

関
）
に
か
か
り
、　
一
部
負
担
金

（患
者

負
担
分
）
が
三
万
円
を
超
え
る
と
き
、

そ
の
超
え
た
額
を
後
日
、
町
が
み
な
さ

ん
に
支
払

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
限
度
額

と
な
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
拠
出
年
金
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

〉
障
害
年
金
と
遺
児
年
金
の
通
算
制
度

を
実
施

他
の
公
的
年
金
か
ら
国
民
年
金
に
移

っ
た
直
後
に
、
障
害
者
と
な

っ
た
り
、

死
亡
し
た
と
き
は
以
前
加
入
し
て
い
た

が
八
月
診
療
分
か
ら
、
三
万
九
千
円
を

超
え
る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
変

わ
り
ま
し
た
。
高
額
療
養
費
を
受
給
で

き
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
要
件
が
必
要

で
す
。
▽
一
人
の
被
保
険
者
が
同
じ
、

月
に
同
じ
病
院
な
ど
で
支
払
っ
た
費
用

他
の
年
金
の
加
入
期
間
を
含
め
て
、
保

険
料
納
付
期
間
が

一
年
以
上
あ

っ
て
、

最
近
の
一
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な

い
と
き
は
、
国
民
年
金
か
ら
障
害
年
金

や
遺
児
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（政

令
で
定
め
る
日
か
ら
）

▼
障
害
年
金
の
廃
疾
認
定
日
の
繰
り
上

ず内
部
疾
患
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の

初
診
の
日
か
ら
三
年
た
た
な
い
と
年
金

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ

を

一
年
六
ヵ
月
に
短
縮
。

（政
令
で
定

め
る
日
か
ら
）

▼
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金

遺
児
年
金
の
第
二
子
加
算

額
の
引
き
上
げ
¨

今
ま
で
は
月
額
八
百
円
で

し
た
が
、
こ
れ
を
二
千
円
に

引
上
げ
。
た
だ
し
、
第
三
子

以
降
は

一
人
に
つ
き
月
額
四

百
円
。

（九
月
か
ら
）

▼
死
亡

一
時
金
の
増
額

保
険
料
納
付
済
期
間
が
三

年
以
上
二
十
年
未
満
の
と
き

二
万
三
千
円
に
引
き
上
げ
。

が
対
象
で
す
▽
医
科
と
歯
科
、
入
院
と

通
院
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
取
り
扱
い
を

し
ま
す
〉
総
合
病
院
の
各
診
療
科
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
病
院
と
み
な
し
ま
す

〉
総
合
病
院
の
入
院
患
者
が
、
他
の
診

療
科
で
診
療
を
受
け
た
と
き
、
そ
の
一

部
負
担
金
は
合
算
し
ま
す
。
保
険
診
療

分
の
み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
国
保
係

へ
。

（九
月
か
ら
）

福
祉
年
金
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な

改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
母
子
福
祉
、
準
母
子
福
祉
年
金
の
子

や
孫
、
弟
妹
な
ど
の
年
齢
制
限
の
緩

和今
ま
で
義
務
教
育

終
了
前

で
し
た

が
、
こ
れ
を
三
年
計
画
で
十
八
歳
未
満

ま
で
に
緩
和
し
ま
す
。
こ
と
し
四
月

一

日
に
十
六
歳
未
満
だ

っ
た
人
が
対
象
。

（十
月
か
ら
）

〉
母
子
福
祉
、
準
母
子
福
祉
年
金
の
第

二
子
加
算
額
の
引
き
上
げ

拠
出
年
金
と
同
様
、
第
二
子
に
は
月

額
二
千
円
、
第
二
子
以
降
は

一
人
に
つ

き
四
百
円
で
す
。

（十
月
か
ら
）

「
福
祉
年
金
の
受
け
取
リ
ー
コ

］１

９

月

６

日

か

ら
Ｉ
Ｌ

福
祉
年
金
の
定
時
届
け
で
、
お
預
り

し
て
い
た
年
金
証
書
は
、
新
し
い
年
金

額
を
記
入
し
て
お
返
し
し
ま
し
た
。
ま

だ
証
書
を
も
ら
っ
て
い
な
い
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
年
金
は
九
月
六
日
か
ら

郵
便
局
で
受
け
取
れ
ま
す
。

だ
れ
も
が
年
金
を
も
ら
え
る
よ
う

に
と
、
国
民
年
金
制
度
が
発
足
し
て

十
六
年
。
現
在
、
国
民
年
金
に
加
入

し
て
い
る
人
は
、
全
国
で
二
千
六
百

万
人
、
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
八

百
二
十
万
人
も
い
ま
す
。
ま
だ
、
ど

の
年
金
制
度
に
も
加
入
し
て
い
な
い

人
は
、
必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
年

金
額

も

今
度
の
法
改
正
で
、
夫
婦
合
わ
せ
て

七
万
五
千
円
年
金
が
実
現
し
ま
し
た

（
二
十
五
年
加
入
、
付

加
年

金
含

む
）
。
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
に
は
、
加
入
申
し
込
み
書
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。

・・・．
　

津
留
Ｌ
町

●  ●

" 
●

rirr[壼こ
口」 Hユ
宝 左

右許 」|′

ろ′

奏町
募 で

お嫁 さんにいいな一・・

甲
斐
ゆ
う
子
さ
ん

（２０
）

【
趣
味
】
音
楽
鑑
賞
、
絵
画

∧
推
せ
ん
者
∨

尾
下
　
古
沢
延
生
さ
ん

【高
校
奨
学
生
】
▼
応
募
資
格
　
①
保

護
者
が
道
路
上
の
交
通
事
故
で
死
亡
し

た
り
、
重
い
後
遺
障
害
で
働
け
な
い
た

め
に
学
資
に
困

（１
て
い
る
高
校
生
②
成

績
不
間
　
〉
奨
学
金
　
月
額

一
万
円

▼
募
集
人
員
　
約
千
八
百
名
　
▼
返
還

二
十
年
間
割
賦
返
済
、
無
利
子
　
▼

採
用
方
法
　
書
類
審
査
の
み
　
▼
申
込

み
方
法
　
出
願
書
類
は
学
校
に
あ
り
ま

す
。

９
月
か
ら
支
給
額
ア
ッ
プ

福

祉

年

金

は
１０

月

か

ら

拠出年金支給月額 (9月 から)

福祉年金支給月額 (10月 から)

一

‥

，

‥

・

・
‥

‥

ｔ

ｒ

ｌ

・
・
・
１

１

‥

〓

〓

―

・
，

■

，

１

１

‥

‥

・
一

¬
_「■^

「
可

額
L

は
∩

∪
___▲

ガ
0
υ

.´

下
円
に

老

齢

年

金

種

級

52,

類

33

41,2

|     |
人1 28,3001

~|~|~

人
1 29,1001

33,

35,000

10 金 20, 5

05 年年 金 |

改正後

(40年)

改正前

準
遺
金

子
子
有

母
母
児

32,50

37,50

―■ 1

子 2

老齢福祉年金 |

改正前 ,改正後種 類

障害福祉 |一級

12,000

18,000  20,300

年  金
|二級 112,500

母 子
1 5,600 17,

″
一
一

障
害
年
金

一

―

一

―

―

一

―

―

Ｉ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

一

―

―

一

ト

ー

ー

一円
８０
Ｔ
０〇
一
〇０

一
８８
一
〇０
一
７５

一
〇〇

一　

２

一

３

一

３

一

６

一

０

一

３

一

３

一

Ｌ

壁

３
，

一

７
，
Ｊ

一

５
，

一

８
，

一　

４

一

２

一

３

一

１

一

１

一

３

一

２

一

　

一
　

一

　

一
　

一
　

一

　

一

円
12,000
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明
治
二
十
七
年

「
日
清
戦
争
」
の

あ
と
、
日
本
は
朝
鮮
を
植
民
地
と
し

て
、
ひ
ど
い
差
別
と
圧
迫
を
加
え
ま

し
た
。

そ
し
て
日
本
人
は
次
第
に
朝
鮮
の

人
び
と
を
い
や
し
め
、
辱
め
る
よ
う

青
少
年
の
非
行
防
止
と
社
会
環
境
の

浄
化
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
青
少
年

１

〓
■

■

■

〓
Ｉ

〓

〓
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

〓
〓

〓
〓

■
■

■

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

〓
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

〓

Ｉ
Ｉ

Ｉ

■
■

■
■

■

■

■

〓
■

■

■

■

■

■
■

■

■

〓
■

■

■

■

〓
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

二

¨

草
部
の
姓
氏

（
１
）

町
役
場
の
草
部
出
張
所
を
訪
れ
る
と

草
部
の
姓
氏
表
が
壁
に
は

つ
て
あ
る
。

最
も
多
い
の
が
甲
斐
姓
で
工
藤
、
本
田

（多
）
、
二
子
石
、
佐
藤
と
続
い
て
い

る
。

「
姓
氏
辞
典
」
に
よ
れ
ば
、
甲
斐

氏
は
甲
斐
国
造

（く
に
の
み
や
っ
こ
）

の
末
、
清
和
源
氏
、
武
田
氏
流
、
河
内

の
橘
姓
、
楠
木
氏
流
、
土
佐
の
大
中
臣

姓
、
肥
後
の
菊
池
氏
流
な
ど
が
あ
る
と

記
し
て
あ
る
。
社
倉
か
ら
東
に
進
め
ば

社
倉
城
趾
が
あ
る
。
さ
ら
に
県
境
に
進

め
ば
亀
頭
山
岩
神
城
趾
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
菊
池
氏
の
後
え
い
甲
斐
親
宣
の
居

城
の
跡
と
伝
え
ら
れ
る
。

永
正
八
年

（
一
五

一
一
）
菊
池
家
に

養
子
と
な
っ
た
阿
蘇
惟
長
は
、
故
あ

っ

て
菊
池
を
追
わ
れ
、
弟
の
矢
部
浜
の
館

の
惟
豊
の
大
宮
司
職
を
と
り
戻
そ
う
と

島
津
の
力
を
借
り
て
惟
豊
を
攻
め
日
向

に
追
い
出
し
、
自
分
の
子
、
惟
前
を
大

宮
司
職
に
つ
け
た
。
惟
豊
は
鞍
岡
に
逃

れ
た
が
、
永
正
十
四
年

（
一
五

一
七
）

甲
斐
親
宣
の
援
助
を
受
け
、
浜
町
を
取

り
返
し
、
惟
長
父
子
を
薩
摩
に
追
い
、

阿
蘇
、
益
城
の
支
配
権

を
回
復
し
て
、
阿
蘇
氏

の
全
盛
時
代
を
築
き
あ

げ
た
。

惟
豊
は
親
宣
の
戦
功

を
ほ
め
、
御
船
城
を
与

え
た
が
、
そ
の
子
親
直

が
阿
蘇
家
の
忠
臣
、
甲

斐
宗
運
で
あ
る
。
三
つ

区
の
紋
所
、
甲
斐
氏
の

戦
い
は
有
名
な
語
り
草

と
し
て
今
日
ま
で
残

っ

て
い
る
。
宗
連
の
弟
、

甲
佐
勝
山
の
城
主
親
成

が
甲
斐
将
監

（
し
ょ
う

げ
ん
）
で
、
後
年
島
津

と
戦
い
、
利
な
く
阿
蘇

に
退
い
た
が
、
そ
の
子

監
物
重
次
が
工
藤
常
陸

守
の
後
を
受
け
て
中
原
城
に
居
城
し
た
ｃ

将
監
の
墓
は
田
原
村
河
内
の
熊
野
権

現
社
の
横
に

「
大
神
朝
臣
惟
房
墓
」
と

あ
る
。
惟
房
は
親
成
の
こ
と
で
あ
り
、

監
物
の
墓
は
永
野
原
に
あ
る
。
永
野
原

の
甲
斐
磨
氏
は
監
物
十
二
代
の
後
え
い

と
目
さ
れ
、
同
家
に
こ
れ
ら
に
関
す
る

系
譜
な
ど
の
古
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い

る
ｃ

天
正
十
四
年
、
高
森
攻
め
に
三
日
井

勢

、　
島

津
の
先
鋒
と
し
て
進
行
し
た

が
、
そ
の
総
大
将
は
三
田
井
家
の
筆
頭

家
老
甲
斐
宗
操
、
高
森
は
阿
蘇
家
の
一

族
、
甲
斐
氏
も
由
来
阿
蘇
方
の
は
ず
、

戦
国
の
世
で
あ
れ
ば
や
む
を
得
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
過
日
、
永
野
原

の
甲
斐
氏
宅
を
訪
れ
、
甲
斐
先
生
か
ら

こ
れ
故
実
を
聞
く
。
帰
途
監
物
の
墓
に

詣
で
永
野
原

一
帯
を
望
む
と
き
、
つ
わ

も
の
兵
の
夢
の
跡
、
た
だ
夏
草
の
生
い

茂
る
の
み
で
あ
る
。

中
原
城
跡
は
大
字
芹
口
下
馬
場
表
三

高
原
の
秋
は
早
い
。
朝
の
起
き
抜

け
に
キ
ュ
ー
ン
と
肌
に
し
み
込
む
よ

う
な
気
配
を
感
じ
た
ら
、
も
う
ス
ス

キ
の
葉
裏
を
ひ
る
が
え
し
て
秋
の
風

が
流
れ
て
い
っ
た
ｃ
標

高
八
百
材
の
野
尻
高
原

は
こ
の
二
、
三
日
の
間

に
夏
と
秋
が
す
れ
違

っ

て
い
く
よ
う
な
感
じ
が

す
る
。

そ
う
い
え
ば
、
ム
ク

ム
ク
と
湧
き
上
る
積
乱

雲
の
峯
よ
り
高
い
青
空
に
は
、
う

っ

す
ら
と

ハ
ケ
で
掃
い
た
よ
う
な
絹
雲

が
、
も
う
秋
の
訪
れ
を
語
り
か
け
て

い
た
ｃ

今
年
は
た
い
し
た
台
風
の
被
告
も

六

一
か
ら
七
番
地
を
中
心
と
し
た
桐
原

志
農
夫
氏
所
有
の
山
林

一
帯
で
、
東
南

西
は
渓
谷
に
接
し
、　
一
の
木
戸
、
二
の

木
戸
と
も
思
わ
れ
る
基
割
の
あ
る
要
塞

の
地
。
白
米
を
投
げ
、
敵
に
滝
と
見
せ

か
け
た
と
い
う

「
永
無
滝
」
も
雑
草
に

覆
わ
れ
て
い
る
。

刑
場

（
し
お
き
場
）
が
あ

っ
た
と
い

う
柿
迫
の
千
人
塚
も
こ
こ
か
ら
近
い
。

先
の
城
主
、
工
藤
常
陸
守
宗
英
の
墓
は

浦
の
国
に
あ
る
。
高
さ
二
材
余
り
も
あ

る
石
碑
に

「
征
龍
院
殿
泉
山
大
居
士
、

天
正
十
四
年
二
月
六
日
幸
子
村
建
」
と

な
く
、
自
然

２
・
　

は
順
調
に
秋

白
ぃ
　
　
へ
の
移
ろ
い

を
始
め
た
。

だ
残
暑
に
苦
し
ん
で
い
る
都
会
の
人

た
ち
に
送
っ
て
あ
げ
た
い
よ
う
な
気

が
す
る
。
見
波
す
限
り
の
ス
ス
キ
の

中
に
は
、
黄
色
い
オ
ミ
ナ
エ
シ
、
紅

あ
る
。
右
に
小
石
碑
あ
り

「享
保
六
年

乙
未
二
月
地
主
田
上
清
作
」
と
あ
る
。

「
以
前
は
幸
子
か
ら
墓
詣
り
が
あ

っ
た

が
近
年
は
詣
る
人
も
な
く
私
が
墓
掃
除

を
し
ま
す
」
と
近
く
の
甲
斐
オ
サ
ク
さ

ん
が
話
し
て
く
れ
た
。

ま
た
近
く
の
た
ば
こ
畑
の
中
に

「
知

恩
院
霊
位
」
と
あ
る
高
さ

一
Ｍ
八
十
五

ル
の
名
碑
が
あ
る
。
常
陸
守
夫
人
の
墓

と
い
う
。
だ
れ
が
あ
げ
た
か
竹
筒
に
野

の
花
、
御
酒
を
あ
げ
た
盃
も
あ
る
。
う

る
わ
し
い
村
の
な
ら
わ
し
、
さ
だ
め
し

故
人
も
静
か
に
眠
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ナ
デ
シ
ヨ
に
交

っ
て
ハ
ギ
の
花
が

咲
き
乱
れ
て
い
た
。　
″ゆ
け
ど
萩
ゆ

け
ど
と
の
原
広
し
″
と
は
漱
石
が
詠

ん
だ
代
表
的
な
阿
蘇
の
句
で
あ
る

が
、
こ
れ
ほ
ど
初
秋
の
雄
大
な
阿
蘇

の
自
然
を
わ
ず
か
十
七
字
で
表
現
し

得
た
句
は
あ
る
ま
い
。

草
原
の
は
て
に
そ
そ
り
立
つ
根
子

岳
も
、
い
つ
も
に
く
ら
べ
心
な
し
か

キ
ッ
と
引
き
締
ま
っ
た
よ
う
な
身
ず

く
ろ
い
を
し
て
い
た
ｃ

今
日
は
車
を
す
て
て
、
大
戸
ノ
ロ

か
ら
こ
の
ス
ス
キ
野
の
中
に
、
秋
の

花
を
求
め
て
回
り
道
を
し
な
が
ら
歩

い
て
み
た
。
空
と
雲
と
ス
ス
キ
、
や

は
り
こ
れ
こ
そ

″故
郷
そ
の
も
の
″

と
感
じ
な
が
ら
…
…
。

（
カ
ヤ
、
オ

バ
ナ
と
も
呼
ば
れ
る
、
イ
ネ
科
）

高
森
町
文
化
財
保
護
委
員

佐
　
藤
　
武
　
之

環 境 浄 化 に努 め る

町で青少年健全育成懇談会
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に
な
り
そ
の
う
ち
に
部
落
の
人
び
と

が
差
別
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
朝

鮮
人
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
だ
と
結
び

つ
け
た
の
で
す
。

部
落
の
起
り
に
つ
い
て
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
を
普
通

「
異
人
種
起
源

説
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
に

職
業
起
源
説

（
い
や
し
い
職
業
に
つ

い
て
い
た
か
ら
）
や
、
宗
教
起
源
説

（殺
生
を
業
と
し
て
来
た
か
ら
）
な

ど
の
説
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
今

青少年健全育成強調月間地域懇談会々場

健
全
育
成
強
調
月
間
地
域
懇
談
会
が
八

月
六
日
午
後
二
時
か
ら
畜
産
セ
ン
タ
ー

古

い
し

く

み

の

く

ず

れ

で
は
学
問
的
に
も
、
は
っ
き
り
否
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

部
落
の
起
り
に
つ
い
て
も
、
も
う

一
つ
の
誤
り
は
、
古
代
か
ら
続
い
た

賤
民

（
せ
ん
み
ん
＝

い
や
し
い
階

級
）
、
奴
婢

（
ぬ
ひ
＝
ど
れ
い
の
子

孫
）
で
あ
る
と
い
う
伝
え
で
す
。

わ
が
国
の
賤
民
の
歴
史
を
少
し
ひ

も
と
い
て
み
ま
す
と
、
大
化
の
改
新

後
、
中
国
の
制
度
に
な
ら
い
身
分
制

度
が
し
か
れ
、
良
民
と
賤
民
が
つ
く

で
開
か
れ
ま
し
た
。

同
懇
談
会
は
県
お
よ
び
青
少
年
育
成

県
民
会
議
が
夏
休
み
中
に
展
開
し
て
い

る

「
青
少
年
健
全
育
成
強
調
月
間
」
と

県
警
の
「環
境
浄
化
活
動
強
化
月
間
」
の

一
環
と
し
て
、
県
お
よ
び
町
教
委
が
開

い
た
も
の
で
、
富
永
県
青
少
年
課
長
、

今
村
県
議
、
瀬
井
助
役
は
じ
め
町
内
の

「
み
な
さ
ん
方
に
農
業
者
年
金
業
務

を
知

っ
て
も
ら
い
、
こ
の
制
度
を
十
分

活
用
し
て
も
ら
お
う
―

‐と
、
こ
の
ほ

ど
町
の
農
業
委
員
会
、
国
民
年
金
係
、

農
協
の
三
者
が
集
ま
っ
て
、
農
業
者
年

金
連
絡
協
議
会

（会
長
、
岩
下
高
森
町

ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
な
る

と

「
奴
婿
」
と
い
う
ど
れ
い
制
度
も

で
き
ま
し
た
が
、
や
が
て
武
士
階
級

が
で
き
る
こ
ろ
に
こ
れ
は
く
ず
れ
て

い
く
の
で
す
。

や
が
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時

代
に
か
け
て
は
貧
し
い
人
び
と
が
追

い
つ
め
ら
れ
て

「
河
原
者
」
と
か
「散

所
民
」
と
か
よ
ば
れ
ま
し
た
。
し
か

し
戦
国
時
代
に
な
る
と
世
の
中
は

一

変
し
、
古
い
し
く
み
は
く
ず
れ
、
新

し
い
力
が
と
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
水

飲
み
百
姓
か
ら
天
下
を
と
っ
た
豊
臣

秀
吉
は
そ
の
代
表
で
す
。
（
つ
づ
く
）

教
育
関
係
者
、
警
察
、
保
護
司
、
民
生

委
員
、
青
年
団
、
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
、
飲
食

店
代
表
な
ど
各
種
団
体
二
百
人
が
出
席

し
ま
し
た
。

主
催
者
側
の
あ
い
さ
つ
の
あ
と
、
今

村
県
議
、
前
中
高
森
署
長
ら
が
激
励
の

こ
と
ば
を
述
べ
、四
人
の
代
表
者
が
「高

森

町

に
お
け
る
青
少
年
育
成
活
動
」

「高
森
署
管
内
に
お
け
る
少
年
非
行
」

「
県
に
お
け
る
青
少
年
健
全
育
成
事
業

の
推
進
」

「
青
少
年
を
と
り
ま
く
環
境

の
浄
化
」
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し

た
。
続
い
て
協
議
懇
談
に
移
り
▽
悪
書

は
白
ポ
ス
ト

（駅
、
産
交
待
合
室
に
設

置
）
に
入
れ
よ
う
▽
新
聞
社
は
ポ
ル
ノ

映
画
の
広
告
は
や
め
る
べ
き
だ
▽
国
道

二
六
五
号
線
に
出
没
す
る
暴
走
族
を
取

り
締

っ
て
ほ
し
い
〉
町
に
も
青
少
年
の

た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
広
場
が
ほ
し
い
〉
最

近
は
親
の
威
厳
が
欠
け
て
い
る
。
き
ぜ

ん
と
し
た
態
度
で
子
供
を
し
つ
け
よ
う

―
な
ど
会
場
か
ら
活
発
な
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

最
後
に
町
ぐ
る
み
の
環
境
浄
化
を
起

す
た
め
、
町
の
提
案
で
●
明
る
い
家
庭

と
た
く
ま
し
い
体
力
づ
く
り
の
推
進
②

青
少
年
を
取
り
ま
く
有
害
環
境
の
浄
化

活
動
０
少
年
の
非
行
と
事
故
防
止
活
動

を
推
進
す
る
こ
と

な
ど
を
申
し
合
わ

せ
、
実
践

に
移
す
こ
と
を
決

め
ま
し

た
。

農
業

年

金

の
活

用

を

一一一葺
協
連
絡
協
議
会
が
発
足

●  ●

●  ●

ス ス キ

静かに眠る武将の墓

長
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
関
係
機
関

が
連
絡
協
調
を
密
に
し
て
、
万
全
の
体

制
で
農
業
者
年
金
業
務
を
処
理
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
す
。

農
業
者
年
金
法
で
は
、
当
然
加
入
と

任
意
加
入
の
制
度
に
よ

つ
て
、
該
当
農

家
の
経
営
主
、
ま
た
は
後
継
者
が
加
入

す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。
給
付
の

種
類
は
経
営
移
譲
年
金
、
老
齢
年
金
、

離
農
給
付
金
な
ど
あ
り
、
傷
害
者
な
ど

に
は
早
期
受
給
の
特
例
な
ど
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
年
金
基
金
で
は
農

地
の
買
入
れ
や
、
長
期
、
低
利
の
売
渡

し
事
業
な
ど
も
行

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
農
業
者
年
金
制
度
を
活
用
し
て

み
た
い
と
思
わ
れ
る
方
は
、
役
場
ま
た

は
農
協

へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

胸
の
奥
深
く
ま
で
清
め
て
く
れ
る
よ

う
な
、
こ
の
す
が
す
が
し
い
風
を
ま

t簿1

、1

ヽ
亀

彎

ｒ
ｌ
Ａ
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目
抜
き
通
り
を
練
り
歩
く
作
り
物
パ
レ
ー
ド

●

●

町
恒
例
の

「
風
鎮
祭
」
が
こ
と
し
も

八
月
十
七
、
十
八
日
の
二
日
間
に
ぎ
や

か
に
開
か
れ
ま
し
た
。
風
鎮
祭
は
、
宝

暦
二
年

（
一
七
五
二
）
、
町
民
が
三
百

十
日
の
風
鎮
め
と
五
穀

豊
じ
よ
う
を
高
森
阿
蘇

神
社
に
祈
願
、
奉
納
行

事
と
し
て
造
り
物
を
作

り
、
町
中
を
引
き
回
わ

す
別
名

「
や
ま
ひ
き
」

と
し
て
始
め
た
も
の
と

い
わ
れ
ま
す
。

祭
り
初
日
の
十
七
日

は
朝
か
ら
絶
好
の
祭
り

日
和
と
な
り
、
豪
華
な

造
り
物
二
十
三
基
が
町

の
随
所
に
列
び
ま
し
た
。

午
後
か
ら
は
中
央
四
ツ
角

の
仮
設
舞
台
で
、
五
十
四

万
石
太
鼓
や
熊
商
大
生
の

バ
ン
ド
演
奏
が
人
気
を
呼

び
、
夜
は
婦
人
会
の
山
引

き
踊
り
、
ま
た
別
所
の
堤

で
の
花
火
大
会
に
大
勢
の
見
物

人
が
集
ま
り
ま
し
た
。

十
八
日
は
、
町
役
場
職
員
総

出
の
手
踊
り
、
向
上
会
青
年
、

商
工
会
役
員

な
ど

の
仮
装

行

列
、
海
上
自
衛
隊
の
演
奏
、
そ

れ
に
尾
下
の
獅
子
舞
い
が
町
を

練
り
歩
き
、
祭
り
を
盛
り
上
げ

ま
し
た
。

祭
り
見
物
の
人
出
は
ザ
ッ
ト

三
万
人
。
午
後
五
時
か
ら
伝
統

の
造
り
物
パ
レ
ー
ド

″
や
ま
ひ

き
″
が
あ
る
と
、
人
が
き
を
つ

く

っ
た
見
物
人
か
ら
盛
ん
な
拍

手
が
沸
き
ま
し
た
。

ミ
造 り物、23基がパ レー ド

み
す
じ
会
に
よ
る

味
の
道
行
き

. t■ ^=、

お祭リムー ドを盛り上げる子供の手踊リ夜遅 くまで演芸大会で賑わう仮設舞台
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郡消防操法大会で二位入賞

第10回 郡消防操法大会は、 8月 20日 蘇陽町二瀬本の柏中

ウンドで開かれ、本町から出場した機動分団が、入ごと2

入賞しました。

グラ

位に

●

「
白
ポ
ス
ト
」
を
設
置

県
婦
連
の

「
悪
書
追
放
運
動

に
応
え
、
高
森
町
婦
人
会
は
、

町
教
委
、
高
森
地
区
防
犯
協
会

連
合
会
の
協
力
で
、
高
森
駅
と

産
交
高
森
営
業
所
の
二
か
所
に

「
白
ポ
ス
ト
」
を
設
置
し
ま
し

た
。青

少
年
に
有
害
な
雑
誌
は
ど

う
ぞ
こ
の
中
に
―
。

●

井
上
老
人
ク
が
花
壇
づ
く
り

「
郷
土
に
花
を
植
え
よ
う

―
」
と
、
色
見
の
井
上
老
人

ク
ラ
ブ
は
会
員
総
出
で
井
上

坂
の
町
道
に
り
っ
ば
な
花
壇

を
つ
く
り
ま
し
た
。

く

SLの化粧直し

町は駅前に保存展示してい

るC12型蒸気機関車の化粧直

しを行いました。

―

――
―
―

一一一 ― ― ―
―

― 〉

南阿蘇登山定期観光バス走る

「高森―阿蘇山上駅」の定期観光バスが開通し

ました。南阿蘇登山有料道路が完成したため、産

交が陸運局の認可を受けたもの。高森発は10時 30

分と13時 15分。所要時間はわずか35分です。開通

式では役場女子職員が一番車の岩下運転手に花東

を贈りました。
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