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い
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だ
き
ま
す
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球磨郡市広報紙研究協議会合同特集

連載　町の日本遺産　第４回

青蓮寺阿弥陀堂

家族をつなぐふるさとの味家族をつなぐふるさとの味

青蓮寺阿弥陀堂
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文化庁が２０１５（平成２７）年に創設した「日本遺産」第 1号として、

熊本県では唯一、人吉球磨が認定を受けました　広報たらぎでは、

多良木町に関係する日本遺産の構成文化財をシリーズでお伝えしていきます

相良７００年が生んだ保守と進取の文化
～日本でもっとも豊かな隠れ里～

第
４
回
　
青
蓮
寺
阿
弥
陀
堂

　
「
地
域
の
方
々
の
協
力
が
無
け
れ

ば
、
阿
弥
陀
堂
の
茅
葺
の
葺
き
替
え

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
、
本
当
に
感

謝
し
て
い
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
茅

葺
師
の
中
村
澄と
う
じ治
さ
ん
（
人
吉
市
出

身
）
で
す
。

　

国
指
定
重
要
文
化
財
で
も
あ
る
青

蓮
寺
阿
弥
陀
堂
は
日
本
遺
産
を
構
成

す
る
文
化
財
の
一
つ
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
で
あ
る
永
仁
３
年

（
１
２
９
５
）、
上
相
良
家
３
代
頼
宗

が
初
代
頼
景
お
よ
び
青
連
尼
の
菩
提

を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
青
蓮
寺
阿
弥
陀
堂
で
は
、
今

年
の
３
月
末
か
ら
７
月
初
め
に
か
け
、

茅
葺
の
葺
き
替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
約
20
年
ぶ
り
の
葺
き
替
え

を
担
当
し
た
、
茅
葺
師
の
中
村
澄
治

さ
ん
と
、
御
弟
子
さ
ん
で
あ
る
大
石

和
広
さ
ん
（
人
吉
市
出
身
）
の
お
話

を
交
え
な
が
ら
、
日
本
遺
産
と
し
て

の
青
蓮
寺
阿
弥
陀
堂
を
紹
介
し
ま
す
。
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阿
弥
陀
堂
の
葺
き
替
え
は
、
中
村

さ
ん
を
始
め
と
す
る
５
人
の
茅
葺
師

た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
方
々
が
、
現
在
人
吉
球
磨
に
残
る

唯
一
の
茅
葺
師
の
組
で
す
。

　

青
蓮
寺
阿
弥
陀
堂
の
よ
う
な
大
き

な
建
物
の
葺
き
替
え
と
な
る
と
、
一

気
に
葺
き
替
え
る
の
で
は
な
く
、
少

し
ず
つ
、
部
分
的
に
葺
き
替
え
を
し

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ

て
葺
き
替
え
を
お
こ
な
う
方
法
が
異

な
っ
て
お
り
、中
村
さ
ん
た
ち
は「
球

磨
方
式
」
と
い
わ
れ
る
方
法
で
葺
き

　

茅
葺
師
５
人
を
中
心
と
し
て
、
阿

弥
陀
堂
の
葺
き
替
え
は
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
こ
に
は
地
域
の
方
々
の
多

く
の
協
力
が
あ
り
ま
し
た
。
葺
き
替

え
を
し
て
い
る
最
中
は
常
に
、
３
人

ほ
ど
お
手
伝
い
に
入
っ
て
も
ら
い
、

運
搬
な
ど
の
作
業
を
し
て
い
た
だ
い

た
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
葺
き
替
え
に
必
要
不
可
欠

で
あ
る
茅
は
水
上
村
か
ら
１
５
０
０

～
１
６
０
０
束
に
な
る
量
を
と
っ
て

き
て
も
ら
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

中
村
さ
ん
は
、「
自
分
た
ち
だ
け

で
は
で
き
な
か
っ
た
。
総
代
さ
ん
た

替
え
を
す
る
と
の
こ
と
。
一
目
見
る

と
、
そ
の
違
い
が
分
か
る
と
い
い
ま

す
。

 　

活
動
は
人
吉
球
磨
の
み
な
ら
ず
、

青
蓮
寺
阿
弥
陀
堂
の
葺
き
替
え
を
無

事
に
終
え
た
今
は
、
宮
崎
に
て
仕
事

を
請
け
負
い
、
ほ
ぼ
毎
日
そ
こ
に
赴

い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
活
躍
を
し
て
い
る
中

村
さ
ん
た
ち
の
組
で
す
が
、
問
題
も

抱
え
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

後
継
者
不
足
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

年
長
で
あ
る
中
村
さ
ん
は
、
80
歳
を

超
え
ま
す
。

「
昔
は
普
通
の
家
も
茅
葺
だ
っ
た
か

ら
、
何
組
も
の
茅
葺
師
た
ち
が
い
た
。

終
戦
後
に
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
、
今
は

自
分
た
ち
の
１
組
だ
け
」
と
、
中
村

さ
ん
は
話
し
ま
す
。

「
兼
業
で
も
い
い
の
で
、
男
女
問
わ

人
吉
球
磨
で
唯
一
、
茅
葺
師

た
ち
の
活
躍

地
域
の
支
え
が
あ
っ
て

大石和広さん（左）と中村澄治さん（右）

ち
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
功

し
た
と
思
う
。
本
当
に
感
謝
し
て
い

ま
す
」
と
話
し
ま
し
た
。

　

茅
葺
師
は
も
ち
ろ
ん
、
た
く
さ
ん

の
人
た
ち
の
協
力
の
も
と
青
蓮
寺
阿

弥
陀
堂
の
葺
き
替
え
は
完
成
し
ま
し

た
。
阿
弥
陀
堂
を
見
上
げ
る
と
、
そ

こ
に
は
美
し
い
茅
葺
の
屋
根
が
あ
り

ま
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
葺
き
替
え

間
も
な
い
茅
葺
を
ご
覧
に
な
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

青蓮寺阿弥陀堂（国指定重要文化財）

第１回日本遺産絵画コンクール作品展

上相良３代目の頼宗が初代頼景供養のため
に、永仁３年（1295）にその埋葬所に阿弥
陀堂を創建し、３年後には頼景夫人の青蓮尼
の位牌所として青蓮寺を建立。現在重要文化
財となっている阿弥陀堂は、室町時代中頃に
再建されたお堂で、広さ 10 ｍ× 10 ｍ、屋
根の高さは 13 ｍあり、県内最大の茅葺き屋
根のお堂です。

日　時：平成 28年 11月 15日 ( 火 ) から

　　　　平成 29年１月 31日 ( 火 )

　　　　午前９時から午後５時

休館日：月曜日

　　　（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）

入　場：無料

場　所：〒 868-0502

　　　　球磨郡多良木町大字黒肥地蓑田 4282 番地

　　　　多良木町埋蔵文化財等センター

　　　　黒の蔵　古代の風

　　　　☎：０９６６－４２－７５２０

問合せ：多良木町教育委員会　社会教育係

　　　　☎：０９６６－４２－１２６７（直通）

ず
、
興
味
が
あ
る
人
は
、
ぜ
ひ
一
緒

に
や
っ
て
ほ
し
い
。
興
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
一
番
大
切
」
と
大
石
さ

ん
は
言
い
ま
す
。



家
族
を
つ
な
ぐ

ふ
る
さ
と
の
味

球
磨
郡
市
広
報
紙
研
究
協
議
会
合
同
特
集

こ
の
特
集
は
、
人
吉
市
・
錦
町
・
多
良
木
町
・
湯
前
町
・
水
上
村
・
相
良
村
・
五
木
村
・

山
江
村
・
球
磨
村
・
あ
さ
ぎ
り
町
の
広
報
担
当
者
が
協
力
し
て
作
り
ま
し
た
。

あ
な
た
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
の
味
は
何
で
す
か
？

人
吉
球
磨
地
域
で
は
、
こ
の
地
域
の
風
土
と
こ
の
地
に
住
む
人
た
ち
の
知

恵
で
、
多
く
の
郷
土
料
理
が
生
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
食
の
多

様
化
が
進
み
、
郷
土
の
家
庭
料
理
を
食
べ
る
機
会
が
減
っ
た
現
代
、
ふ
る
さ

と
の
味
を
守
り
続
け
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
味
「
郷
土
料
理
」

「
郷
土
料
理
」
と
は
、
地
域

の
産
物
を
使
っ
て
独
自
の
調
理

法
で
作
り
、
伝
承
さ
れ
た
特
別

な
料
理
と
思
う
人
が
ほ
と
ん
ど

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
し

か
し
、
郷
土
料
理
は
特
別
な
料

理
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔

か
ら
家
で
作
り
、
普
段
の
食

卓
に
並
べ
ら
れ
た
家
庭
料
理

も
「
郷
土
料
理
」
で
す
。
私
た

ち
を
育
て
て
く
れ
た
郷
土
料
理

は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
大
切
な
ふ

る
さ
と
の
味
な
の
で
す
。

郷
土
料
理
と
風
土

人
吉
球
磨
地
域
は
、
日
本
三

急
流
の
一
つ
「
球
磨
川
」
が
流

れ
、
九
州
山
地
の
山
々
に
囲
ま

れ
た
盆
地
で
す
。
昔
か
ら
こ
の

地
域
で
は
、
盆
地
特
有
の
寒
暖

差
の
激
し
い
気
候
を
生
か
し
て

農
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

て
、
産
物
の
種
類
も
豊
富
。
米

や
小
麦
の
ほ
か
、
キ
ノ
コ
な
ど

の
山
の
幸
や
球
磨
川
で
捕
れ
る

ア
ユ
な
ど
の
川
の
幸
に
も
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
で
は
豊
か
な
産
物
を

使
っ
て
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
や
保

存
方
法
を
考
え
た
多
様
な
郷
土

料
理
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
豊

富
に
と
れ
る
米
を
使
っ
た
球
磨

焼
酎
も
そ
の
一
つ
で
す
。

地
域
特
有
の
食
べ
物

私
た
ち
に
な
じ
み
の
あ
る
食

べ
物
で
、
実
は
人
吉
球
磨
で
し

か
食
べ
ら
れ
て
い
な
い
物
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の

一
つ
が
「
酢
だ
こ
」
で
す
。
近

く
に
海
が
な
い
こ
の
地
域
で
海

の
物
を
食
べ
る
た
め
、
保
存
が

効
く
よ
う
に
タ
コ
を
酢
漬
け
に

し
た
も
の
で
、
今
も
正
月
の
お

せ
ち
料
理
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

広
範
囲
に
わ
た
る
人
吉
球
磨

地
域
で
は
、
特
徴
的
な
料
理
や

食
べ
物
が
地
域
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
。
上
球
磨
地
域
で
は
ブ
タ

や
イ
ノ
シ
シ
の
骨
に
付
い
た
肉

を
食
べ
る
「
骨
か
じ
り
」
が
よ

く
食
べ
ら
れ
ま
す
。
中
球
磨
地

域
は
、
約
４
０
０
年
前
に
活
躍

し
た
剣
豪
・
丸ま
る
め目

蔵く
ら
ん
ど
の
す
け

人
佐
が
く

じ
ら
鍋
を
村
人
に
振
る
舞
っ
た

こ
と
か
ら
今
で
も「
皮
ク
ジ
ラ
」

を
料
理
に
使
用
。
下
球
磨
地
域

は
、
五
木
村
の
「
そ
ば
料
理
」

や
、相
良
村
の「
四
浦
こ
ん
に
ゃ

く
」
が
有
名
で
す
。
地
域
全
体

の
郷
土
料
理
で
あ
る
「
つ
ぼ
ん

汁
」
と
「
煮
し
め
」
も
、
各
地

域
で
具
材
や
切
り
方
が
少
し
ず

つ
異
な
り
ま
す
。

消
え
つ
つ
あ
る
郷
土
料
理

昔
か
ら
伝
わ
る
郷
土
料
理
で

す
が
、
洋
食
化
や
外
食
産
業
の

発
展
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
の

普
及
な
ど
、
日
本
の
食
文
化
が

変
わ
っ
た
こ
と
で
郷
土
料
理
を

食
べ
る
機
会
が
減
少
し
て
い
ま

す
。
家
族
で
台
所
に
立
つ
こ
と

も
少
な
く
、
ふ
る
さ
と
の
味
を

引
き
継
ぐ
機
会
も
減
り
、
何
が

ふ
る
さ
と
の
味
な
の
か
分
か
ら

な
い
若
者
も
多
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
る
大
切

な
ふ
る
さ
と
の
味
を
守
る
た
め

に
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は

何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、
人
吉
球
磨

地
域
で
日
ご
ろ
か
ら
食
べ
ら

れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
ふ
る

さ
と
の
味「
郷
土
の
家
庭
料
理
」

の
魅
力
と
伝
承
に
焦
点
を
あ
て

て
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

家族で食卓を囲む川内さん一家（山江村）と郷土の家庭料理（下写真）

栗豆腐

つぼん汁

なます

米
こめこうじ

麹料理

一勝地まんじゅう

骨かじり

五木そば いでだご柚
ゆ べ し

餅子
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ふ
る
さ
と
の
味
「
郷
土
料
理
」

地
域
特
有
の
食
べ
物

郷
土
料
理
と
風
土



家
族
を
つ
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ぐ

ふ
る
さ
と
の
味

球
磨
郡
市
広
報
紙
研
究
協
議
会
合
同
特
集

こ
の
特
集
は
、
人
吉
市
・
錦
町
・
多
良
木
町
・
湯
前
町
・
水
上
村
・
相
良
村
・
五
木
村
・

山
江
村
・
球
磨
村
・
あ
さ
ぎ
り
町
の
広
報
担
当
者
が
協
力
し
て
作
り
ま
し
た
。

あ
な
た
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
の
味
は
何
で
す
か
？

人
吉
球
磨
地
域
で
は
、
こ
の
地
域
の
風
土
と
こ
の
地
に
住
む
人
た
ち
の
知

恵
で
、
多
く
の
郷
土
料
理
が
生
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
食
の
多

様
化
が
進
み
、
郷
土
の
家
庭
料
理
を
食
べ
る
機
会
が
減
っ
た
現
代
、
ふ
る
さ

と
の
味
を
守
り
続
け
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
味
「
郷
土
料
理
」

「
郷
土
料
理
」
と
は
、
地
域

の
産
物
を
使
っ
て
独
自
の
調
理

法
で
作
り
、
伝
承
さ
れ
た
特
別

な
料
理
と
思
う
人
が
ほ
と
ん
ど

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
し

か
し
、
郷
土
料
理
は
特
別
な
料

理
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔

か
ら
家
で
作
り
、
普
段
の
食

卓
に
並
べ
ら
れ
た
家
庭
料
理

も
「
郷
土
料
理
」
で
す
。
私
た

ち
を
育
て
て
く
れ
た
郷
土
料
理

は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
大
切
な
ふ

る
さ
と
の
味
な
の
で
す
。

郷
土
料
理
と
風
土

人
吉
球
磨
地
域
は
、
日
本
三

急
流
の
一
つ
「
球
磨
川
」
が
流

れ
、
九
州
山
地
の
山
々
に
囲
ま

れ
た
盆
地
で
す
。
昔
か
ら
こ
の

地
域
で
は
、
盆
地
特
有
の
寒
暖

差
の
激
し
い
気
候
を
生
か
し
て

農
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

て
、
産
物
の
種
類
も
豊
富
。
米

や
小
麦
の
ほ
か
、
キ
ノ
コ
な
ど

の
山
の
幸
や
球
磨
川
で
捕
れ
る

ア
ユ
な
ど
の
川
の
幸
に
も
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
で
は
豊
か
な
産
物
を

使
っ
て
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
や
保

存
方
法
を
考
え
た
多
様
な
郷
土

料
理
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
豊

富
に
と
れ
る
米
を
使
っ
た
球
磨

焼
酎
も
そ
の
一
つ
で
す
。

地
域
特
有
の
食
べ
物

私
た
ち
に
な
じ
み
の
あ
る
食

べ
物
で
、
実
は
人
吉
球
磨
で
し

か
食
べ
ら
れ
て
い
な
い
物
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の

一
つ
が
「
酢
だ
こ
」
で
す
。
近

く
に
海
が
な
い
こ
の
地
域
で
海

の
物
を
食
べ
る
た
め
、
保
存
が

効
く
よ
う
に
タ
コ
を
酢
漬
け
に

し
た
も
の
で
、
今
も
正
月
の
お

せ
ち
料
理
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

広
範
囲
に
わ
た
る
人
吉
球
磨

地
域
で
は
、
特
徴
的
な
料
理
や

食
べ
物
が
地
域
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
。
上
球
磨
地
域
で
は
ブ
タ

や
イ
ノ
シ
シ
の
骨
に
付
い
た
肉

を
食
べ
る
「
骨
か
じ
り
」
が
よ

く
食
べ
ら
れ
ま
す
。
中
球
磨
地

域
は
、
約
４
０
０
年
前
に
活
躍

し
た
剣
豪
・
丸ま
る
め目
蔵く
ら
ん
ど
の
す
け

人
佐
が
く

じ
ら
鍋
を
村
人
に
振
る
舞
っ
た

こ
と
か
ら
今
で
も「
皮
ク
ジ
ラ
」

を
料
理
に
使
用
。
下
球
磨
地
域

は
、
五
木
村
の
「
そ
ば
料
理
」

や
、相
良
村
の「
四
浦
こ
ん
に
ゃ

く
」
が
有
名
で
す
。
地
域
全
体

の
郷
土
料
理
で
あ
る
「
つ
ぼ
ん

汁
」
と
「
煮
し
め
」
も
、
各
地

域
で
具
材
や
切
り
方
が
少
し
ず

つ
異
な
り
ま
す
。

消
え
つ
つ
あ
る
郷
土
料
理

昔
か
ら
伝
わ
る
郷
土
料
理
で

す
が
、
洋
食
化
や
外
食
産
業
の

発
展
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
の

普
及
な
ど
、
日
本
の
食
文
化
が

変
わ
っ
た
こ
と
で
郷
土
料
理
を

食
べ
る
機
会
が
減
少
し
て
い
ま

す
。
家
族
で
台
所
に
立
つ
こ
と

も
少
な
く
、
ふ
る
さ
と
の
味
を

引
き
継
ぐ
機
会
も
減
り
、
何
が

ふ
る
さ
と
の
味
な
の
か
分
か
ら

な
い
若
者
も
多
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
る
大
切

な
ふ
る
さ
と
の
味
を
守
る
た
め

に
、
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は

何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、
人
吉
球
磨

地
域
で
日
ご
ろ
か
ら
食
べ
ら

れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
ふ
る

さ
と
の
味「
郷
土
の
家
庭
料
理
」

の
魅
力
と
伝
承
に
焦
点
を
あ
て

て
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

家族で食卓を囲む川内さん一家（山江村）と郷土の家庭料理（下写真）

栗豆腐

つぼん汁

なます

米
こめこうじ

麹料理

一勝地まんじゅう

骨かじり

五木そば いでだご柚
ゆ べ し

餅子
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消
え
つ
つ
あ
る
郷
土
料
理



INTERVIEW祈
り
を
込
め
た
食
文
化

　
相
良
７
０
０
年
の
歴
史
あ
る
人

吉
球
磨
で
先
人
た
ち
が
独
自
に
作

り
守
っ
て
き
た
食
文
化
の
価
値
は

高
い
と
考
え
ま
す
。
地
域
の
お
母

さ
ん
た
ち
の
知
恵
と
風
土
に
合
っ

た
地
域
の
食
材
で
つ
な
い
で
き
た

こ
の
食
文
化
。
そ
れ
が
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
と
て
も

魅
力
的
で
す
。

　
三
十
三
観
音
め
ぐ
り
の
よ
う
に

人
吉
球
磨
は
祈
り
の
文
化
が
深
い

地
域
。
こ
の
地
域
は
、
子
ど
も
を

思
い
作
っ
た
お
や
つ
な
ど
、
相
手

を
思
っ
て
作
ら
れ
た
料
理
が
多
い

こ
と
が
特
徴
で
す
。
成
長
を
願
っ

て
作
ら
れ
た「
あ
ん
入
り
ち
ま
き
」

は
、
す
く
す
く
と
伸
び
る
竹
の
よ

う
に
長
く
作
ら
れ
て
い
て
、
包
装

我
が
家
の
味
を
子
ど
も
た
ち
に

　
農
家
民
宿
を
営
む
牧ま
き
や
ま山

規き

く

こ
矩
子

さ
ん
（
相
良
村
）。
村
の
「
食
生

活
改
善
推
進
員
（
※
１
）」
や
、「
ふ

る
さ
と
食
の
名
人
（
※
２
）」
と

し
て
、
22
年
間
「
食
」
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
郷
土
の
食
文
化
が
薄
れ
て
き
て

い
る
今
、
親
子
や
高
校
生
な
ど
幅

広
い
年
代
に
料
理
教
室
を
開
き
、

県
内
で
広
く
活
動
し
て
い
る
牧
山

さ
ん
。「
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
、

女
性
も
外
で
働
く
時
代
に
。
だ
か

ら
こ
そ
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
料
理

を
教
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
郷
土

の
家
庭
料
理
を
知
ら
な
い
ま
ま

育
っ
た
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
我
が
家
の

味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
子
ど
も
た

ち
に
振
る
舞
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

と
活
動
の
背
景
を
話
し
ま
す
。

無
添
加
で
温
か
み
の
あ
る
物
を

　
牧
山
さ
ん
が
取
材
に
合
わ
せ

に
も
竹
の
皮
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
全
て
の
食
に
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
て
、
人
吉
球
磨
の
根
底
に

祈
り
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。

店
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
郷
土
食

　
熊
本
地
震
で
、
当
た
り
前
の
食

卓
の
大
切
さ
に
あ
ら
た
め
て
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。
食
卓
を
囲
ん
だ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
と
て
も
重
要

だ
と
い
う
こ
と
も
。
食
事
は
、
誰

の
た
め
に
料
理
を
作
る
の
か
、
誰

と
食
べ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
と

て
も
大
切
で
す
。
自
分
の
愛
す
る

家
族
や
仲
間
と
囲
む
食
卓
に
は
会

話
が
あ
り
、
作
っ
た
人
の
思
い
が

込
め
ら
れ
た
料
理
が
並
ぶ
。
そ
の

雰
囲
気
と
思
い
が
食
と
し
て
体
に

入
り
、
血
や
肉
に
な
る
の
で
す
。

て
、
郷
土
の
お
や
つ
「
ね
っ
た
く

り
だ
ご
」を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

簡
単
で
早
く
で
き
る
ね
っ
た
く
り

だ
ご
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
お
や
つ

で
す
。
作
り
方
は
、
小
麦
粉
と
も

ち
米
粉
を
練
り
、
湯
が
い
て
あ
ん

こ
や
黒
砂
糖
を
ま
ぶ
す
だ
け
。
昔

は
行
事
食
と
し
て
「
あ
ん
入
り
ち

ま
き
」
を
よ
く
作
っ
て
い
て
、
そ

の
間
に
子
ど
も
た
ち
に
ね
っ
た
く

り
だ
ご
を
作
ら
せ
て
い
た
そ
う
で

す
。

　「
昔
の
お
母
さ
ん
は
み
ん
な
が

『
食
の
名
人
』。
簡
単
に
食
べ
物
が

手
に
入
る
時
代
に
な
り
ま
し
た

が
、
手
作
り
で
温
か
み
の
あ
る
郷

土
の
家
庭
料
理
も
食
卓
に
並
べ
て

ほ
し
い
で
す
ね
」
と
語
る
牧
山
さ

ん
。
昔
か
ら
お
金
を
掛
け
ず
に
、

身
近
に
あ
る
も
の
で
工
夫
し
て

作
っ
て
き
た
家
庭
の
味
を
後
生
に

残
し
て
い
き
ま
す
。

※１  「食」を通して健康づくりを推進するボランティア。
※２  郷土料理などについて知識や経験を持ち、伝承活動などに取り組む県が認定する人。

ふるさとの食の味
み り ょ く

力

昭和29年生まれ。球磨郡相良村の農家で育つ。人吉
高校卒業後、地元の農協に就職。結婚後、３人の娘を
育てながら夫の建築設計事務所をサポート。現在は、
農家レストラン「郷土の家庭料理ひまわり亭」の代表
を務める傍ら、食を通したまちづくりアドバイザーと
して全国を飛び回っている。

郷土の家庭料理 ひまわり亭

代表  本田 節
せつ

 さん

▲農作業のよけまん（休憩時のおやつ）
にも食べられた「ねったくりだご」

▲地元の食材をふんだんに使い、大きな
具材が特徴の「急流煮しめ」

先人たちの知恵で生まれ伝え続けられた「郷土の家庭料理」。
その味には、私たちが元気に育つ力がたっぷり入っています。

　
地
元
を
離
れ
「
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

作
っ
て
く
れ
た
ま
ぜ
飯
は
お
い
し

か
っ
た
」「
お
盆
に
は
煮
し
め
が

あ
っ
て
、
正
月
に
は
酢
だ
こ
が

あ
っ
た
」
な
ど
思
い
返
す
こ
と
が

郷
土
愛
だ
と
思
い
ま
す
。
家
庭
料

理
は
家
庭
や
地
域
へ
の
愛
情
そ
の

も
の
で
、
お
店
で
食
べ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。家
族
愛
や
地
域
愛
、

人
間
愛
、
そ
う
い
う
も
の
が
家
庭

の
食
卓
の
中
に
は
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
質
素
で
あ
っ
て
も
「
お
い
し

い
」
と
思
え
る
理
由
で
す
。

郷
土
料
理
を
見
直
す

　
昔
は
晴
れ
の
日
に
は
ご
ち
そ
う

を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
普
段
の

食
事
は
質
素
で
し
た
。
今
は
食
が

豊
か
過
ぎ
て
、
が
ん
や
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
に
な
る
人
が
増

 郷土の家庭料理を作り、伝え続けるふるさとのお母さんたちがいます。
一皿に込めた、お母さんたちの知恵と愛情

え
て
い
ま
す
。
食
材
が
24
時
間
ど

こ
で
も
手
に
入
る
現
代
、
消
費
者

は
選
択
肢
が
多
過
ぎ
て
本
当
に
体

に
良
い
物
が
何
か
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
や

ス
ー
パ
ー
が
な
い
時
代
、
し
ょ
う

ゆ
や
み
そ
は
我
が
家
で
作
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
お
金

を
出
せ
ば
手
に
入
り
、
健
康
面
よ

り
安
け
れ
ば
良
い
と
考
え
る
人
も

い
ま
す
。
郷
土
の
家
庭
料
理
は
栄

養
面
も
優
れ
て
い
ま
す
。
食
に

も
っ
と
関
心
を
持
ち
、
先
人
た
ち

の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
郷
土
の
家
庭

料
理
を
見
直
し
て
ほ
し
い
で
す
。

郷
土
料
理
を
伝
え
て
い
く

　
地
域
の
つ
な
が
り
が
強
か
っ
た

昔
と
違
い
、
今
は
人
の
つ
な
が
り

が
疎
遠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
郷
土

の
家
庭
料
理
も
受
け
継
が
れ
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
先
人
が
作
っ
た
家
庭
料

理
を
記
録
に
残
し
な
が
ら
次
世
代

に
伝
え
て
い
く
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
食
文
化
は
、
昔
な
が
ら
の
家

庭
料
理
の
良
さ
に
新
時
代
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
も
の
を
少

し
ず
つ
プ
ラ
ス
し
て
い
か
な
い
と

伝
わ
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
ふ
る
さ

と
の
味
を
若
い
世
代
に
つ
な
げ
る

学
習
会
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど

ん
企
画
し
て
い
き
た
い
で
す
。

人吉球磨の伝統食を伝え広める本田さん
に郷土の家庭料理の魅力を聞きました。

家
庭
の
味
の
原
点

　
地
元
で
採
れ
た
農
産
物
を
使
っ

た
料
理
の
提
供
や
加
工
販
売
を
行

う
「
く
ま
む
ら
農
産
加
工
グ
ル
ー

プ
あ
じ
さ
い
」。
会
長
の
大お
お
む
た

無
田

ト
ミ
子
さ
ん
（
球
磨
村
）
は
、「
ふ

る
さ
と
食
の
名
人
（
※
２
）」
と

し
て
も
郷
土
料
理
の
普
及
と
継
承

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
幼
少
期
か
ら
料
理
に
興
味
が

あ
っ
た
大
無
田
さ
ん
は
、
大
人
た

ち
の
会
話
を
聞
い
て
料
理
の
作
り

方
を
習
得
。
そ
の
後
就
職
し
食
材

宅
配
を
し
て
い
た
と
き
に
、
配
達

先
の
地
元
の
方
に
教
え
て
も
ら
っ

た
家
庭
の
味
が
大
無
田
さ
ん
の
料

理
の
原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
然
が
育
ん
だ
急
流
煮
し
め

　
地
元
の
食
材
を
使
っ
た
球
磨
村

の
家
庭
料
理
「
急
流
煮
し
め
」。

料
理
名
は
、
球
磨
村
で
球
磨
川
の

流
れ
が
一
番
速
く
な
る
た
め
、
激

流
に
流
さ
れ
な
い
巨
石
に
見
立
て

て
具
材
を
大
き
く
し
て
い
る
こ
と

か
ら
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
昔
は
ど
こ
の
家
で
も
煮
し
め

が
作
っ
て
あ
り
、
誰
が
来
て
も
い

つ
行
っ
て
も
、
食
卓
に
並
ん
で
い

ま
し
た
。
作
り
方
は
、
冠
婚
葬
祭

の
と
き
な
ど
に
地
元
の
人
か
ら
教

え
て
も
ら
い
地
域
の
味
を
学
び
ま

し
た
」。
大
無
田
さ
ん
は
、
地
元

の
人
か
ら
教
わ
っ
た
味
を
継
承
す

る
た
め
、
煮
し
め
作
り
体
験
な
ど

を
通
じ
て
若
い
世
代
へ
料
理
の
普

及
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
村
の
人
た
ち
か
ら
教
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
の
恩
返
し
と
し
て
、

素
材
を
生
か
し
た
昔
な
が
ら
の
田

舎
料
理
で
お
客
さ
ん
の
お
も
て
な

し
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」。
大

無
田
さ
ん
は
、
温
か
い
人
柄
で
家

庭
料
理
の
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
中
に
込
め
ら
れ
た
愛
情
を
こ
れ

か
ら
も
伝
え
続
け
て
い
き
ま
す
。

農家民宿「くりの里」
牧山 規矩子さん

くまむら農産加工グループあじさい
会長  大無田 トミ子さん

家族をつなぐふるさとの味球磨郡市広報紙研究協議会合同特集
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INTERVIEW祈
り
を
込
め
た
食
文
化

　
相
良
７
０
０
年
の
歴
史
あ
る
人

吉
球
磨
で
先
人
た
ち
が
独
自
に
作

り
守
っ
て
き
た
食
文
化
の
価
値
は

高
い
と
考
え
ま
す
。
地
域
の
お
母

さ
ん
た
ち
の
知
恵
と
風
土
に
合
っ

た
地
域
の
食
材
で
つ
な
い
で
き
た

こ
の
食
文
化
。
そ
れ
が
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
と
て
も

魅
力
的
で
す
。

　
三
十
三
観
音
め
ぐ
り
の
よ
う
に

人
吉
球
磨
は
祈
り
の
文
化
が
深
い

地
域
。
こ
の
地
域
は
、
子
ど
も
を

思
い
作
っ
た
お
や
つ
な
ど
、
相
手

を
思
っ
て
作
ら
れ
た
料
理
が
多
い

こ
と
が
特
徴
で
す
。
成
長
を
願
っ

て
作
ら
れ
た「
あ
ん
入
り
ち
ま
き
」

は
、
す
く
す
く
と
伸
び
る
竹
の
よ

う
に
長
く
作
ら
れ
て
い
て
、
包
装

我
が
家
の
味
を
子
ど
も
た
ち
に

　
農
家
民
宿
を
営
む
牧ま
き
や
ま山

規き

く

こ
矩
子

さ
ん
（
相
良
村
）。
村
の
「
食
生

活
改
善
推
進
員
（
※
１
）」
や
、「
ふ

る
さ
と
食
の
名
人
（
※
２
）」
と

し
て
、
22
年
間
「
食
」
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
郷
土
の
食
文
化
が
薄
れ
て
き
て

い
る
今
、
親
子
や
高
校
生
な
ど
幅

広
い
年
代
に
料
理
教
室
を
開
き
、

県
内
で
広
く
活
動
し
て
い
る
牧
山

さ
ん
。「
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
、

女
性
も
外
で
働
く
時
代
に
。
だ
か

ら
こ
そ
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
料
理

を
教
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
郷
土

の
家
庭
料
理
を
知
ら
な
い
ま
ま

育
っ
た
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
我
が
家
の

味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
子
ど
も
た

ち
に
振
る
舞
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

と
活
動
の
背
景
を
話
し
ま
す
。

無
添
加
で
温
か
み
の
あ
る
物
を

　
牧
山
さ
ん
が
取
材
に
合
わ
せ

に
も
竹
の
皮
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
全
て
の
食
に
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
て
、
人
吉
球
磨
の
根
底
に

祈
り
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。

店
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
郷
土
食

　
熊
本
地
震
で
、
当
た
り
前
の
食

卓
の
大
切
さ
に
あ
ら
た
め
て
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。
食
卓
を
囲
ん
だ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
と
て
も
重
要

だ
と
い
う
こ
と
も
。
食
事
は
、
誰

の
た
め
に
料
理
を
作
る
の
か
、
誰

と
食
べ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
と

て
も
大
切
で
す
。
自
分
の
愛
す
る

家
族
や
仲
間
と
囲
む
食
卓
に
は
会

話
が
あ
り
、
作
っ
た
人
の
思
い
が

込
め
ら
れ
た
料
理
が
並
ぶ
。
そ
の

雰
囲
気
と
思
い
が
食
と
し
て
体
に

入
り
、
血
や
肉
に
な
る
の
で
す
。

て
、
郷
土
の
お
や
つ
「
ね
っ
た
く

り
だ
ご
」を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

簡
単
で
早
く
で
き
る
ね
っ
た
く
り

だ
ご
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
お
や
つ

で
す
。
作
り
方
は
、
小
麦
粉
と
も

ち
米
粉
を
練
り
、
湯
が
い
て
あ
ん

こ
や
黒
砂
糖
を
ま
ぶ
す
だ
け
。
昔

は
行
事
食
と
し
て
「
あ
ん
入
り
ち

ま
き
」
を
よ
く
作
っ
て
い
て
、
そ

の
間
に
子
ど
も
た
ち
に
ね
っ
た
く

り
だ
ご
を
作
ら
せ
て
い
た
そ
う
で

す
。

　「
昔
の
お
母
さ
ん
は
み
ん
な
が

『
食
の
名
人
』。
簡
単
に
食
べ
物
が

手
に
入
る
時
代
に
な
り
ま
し
た

が
、
手
作
り
で
温
か
み
の
あ
る
郷

土
の
家
庭
料
理
も
食
卓
に
並
べ
て

ほ
し
い
で
す
ね
」
と
語
る
牧
山
さ

ん
。
昔
か
ら
お
金
を
掛
け
ず
に
、

身
近
に
あ
る
も
の
で
工
夫
し
て

作
っ
て
き
た
家
庭
の
味
を
後
生
に

残
し
て
い
き
ま
す
。

※１  「食」を通して健康づくりを推進するボランティア。
※２  郷土料理などについて知識や経験を持ち、伝承活動などに取り組む県が認定する人。

ふるさとの食の味
み り ょ く

力

昭和29年生まれ。球磨郡相良村の農家で育つ。人吉
高校卒業後、地元の農協に就職。結婚後、３人の娘を
育てながら夫の建築設計事務所をサポート。現在は、
農家レストラン「郷土の家庭料理ひまわり亭」の代表
を務める傍ら、食を通したまちづくりアドバイザーと
して全国を飛び回っている。

郷土の家庭料理 ひまわり亭

代表  本田 節
せつ

 さん

▲農作業のよけまん（休憩時のおやつ）
にも食べられた「ねったくりだご」

▲地元の食材をふんだんに使い、大きな
具材が特徴の「急流煮しめ」

先人たちの知恵で生まれ伝え続けられた「郷土の家庭料理」。
その味には、私たちが元気に育つ力がたっぷり入っています。

　
地
元
を
離
れ
「
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

作
っ
て
く
れ
た
ま
ぜ
飯
は
お
い
し

か
っ
た
」「
お
盆
に
は
煮
し
め
が

あ
っ
て
、
正
月
に
は
酢
だ
こ
が

あ
っ
た
」
な
ど
思
い
返
す
こ
と
が

郷
土
愛
だ
と
思
い
ま
す
。
家
庭
料

理
は
家
庭
や
地
域
へ
の
愛
情
そ
の

も
の
で
、
お
店
で
食
べ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。家
族
愛
や
地
域
愛
、

人
間
愛
、
そ
う
い
う
も
の
が
家
庭

の
食
卓
の
中
に
は
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
質
素
で
あ
っ
て
も
「
お
い
し

い
」
と
思
え
る
理
由
で
す
。

郷
土
料
理
を
見
直
す

　
昔
は
晴
れ
の
日
に
は
ご
ち
そ
う

を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
普
段
の

食
事
は
質
素
で
し
た
。
今
は
食
が

豊
か
過
ぎ
て
、
が
ん
や
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
に
な
る
人
が
増

 郷土の家庭料理を作り、伝え続けるふるさとのお母さんたちがいます。
一皿に込めた、お母さんたちの知恵と愛情

え
て
い
ま
す
。
食
材
が
24
時
間
ど

こ
で
も
手
に
入
る
現
代
、
消
費
者

は
選
択
肢
が
多
過
ぎ
て
本
当
に
体

に
良
い
物
が
何
か
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
や

ス
ー
パ
ー
が
な
い
時
代
、
し
ょ
う

ゆ
や
み
そ
は
我
が
家
で
作
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
お
金

を
出
せ
ば
手
に
入
り
、
健
康
面
よ

り
安
け
れ
ば
良
い
と
考
え
る
人
も

い
ま
す
。
郷
土
の
家
庭
料
理
は
栄

養
面
も
優
れ
て
い
ま
す
。
食
に

も
っ
と
関
心
を
持
ち
、
先
人
た
ち

の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
郷
土
の
家
庭

料
理
を
見
直
し
て
ほ
し
い
で
す
。

郷
土
料
理
を
伝
え
て
い
く

　
地
域
の
つ
な
が
り
が
強
か
っ
た

昔
と
違
い
、
今
は
人
の
つ
な
が
り

が
疎
遠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
郷
土

の
家
庭
料
理
も
受
け
継
が
れ
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
先
人
が
作
っ
た
家
庭
料

理
を
記
録
に
残
し
な
が
ら
次
世
代

に
伝
え
て
い
く
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
食
文
化
は
、
昔
な
が
ら
の
家

庭
料
理
の
良
さ
に
新
時
代
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
も
の
を
少

し
ず
つ
プ
ラ
ス
し
て
い
か
な
い
と

伝
わ
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
ふ
る
さ

と
の
味
を
若
い
世
代
に
つ
な
げ
る

学
習
会
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど

ん
企
画
し
て
い
き
た
い
で
す
。

人吉球磨の伝統食を伝え広める本田さん
に郷土の家庭料理の魅力を聞きました。

家
庭
の
味
の
原
点

　
地
元
で
採
れ
た
農
産
物
を
使
っ

た
料
理
の
提
供
や
加
工
販
売
を
行

う
「
く
ま
む
ら
農
産
加
工
グ
ル
ー

プ
あ
じ
さ
い
」。
会
長
の
大お
お
む
た

無
田

ト
ミ
子
さ
ん
（
球
磨
村
）
は
、「
ふ

る
さ
と
食
の
名
人
（
※
２
）」
と

し
て
も
郷
土
料
理
の
普
及
と
継
承

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
幼
少
期
か
ら
料
理
に
興
味
が

あ
っ
た
大
無
田
さ
ん
は
、
大
人
た

ち
の
会
話
を
聞
い
て
料
理
の
作
り

方
を
習
得
。
そ
の
後
就
職
し
食
材

宅
配
を
し
て
い
た
と
き
に
、
配
達

先
の
地
元
の
方
に
教
え
て
も
ら
っ

た
家
庭
の
味
が
大
無
田
さ
ん
の
料

理
の
原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
然
が
育
ん
だ
急
流
煮
し
め

　
地
元
の
食
材
を
使
っ
た
球
磨
村

の
家
庭
料
理
「
急
流
煮
し
め
」。

料
理
名
は
、
球
磨
村
で
球
磨
川
の

流
れ
が
一
番
速
く
な
る
た
め
、
激

流
に
流
さ
れ
な
い
巨
石
に
見
立
て

て
具
材
を
大
き
く
し
て
い
る
こ
と

か
ら
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
昔
は
ど
こ
の
家
で
も
煮
し
め

が
作
っ
て
あ
り
、
誰
が
来
て
も
い

つ
行
っ
て
も
、
食
卓
に
並
ん
で
い

ま
し
た
。
作
り
方
は
、
冠
婚
葬
祭

の
と
き
な
ど
に
地
元
の
人
か
ら
教

え
て
も
ら
い
地
域
の
味
を
学
び
ま

し
た
」。
大
無
田
さ
ん
は
、
地
元

の
人
か
ら
教
わ
っ
た
味
を
継
承
す

る
た
め
、
煮
し
め
作
り
体
験
な
ど

を
通
じ
て
若
い
世
代
へ
料
理
の
普

及
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
村
の
人
た
ち
か
ら
教
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
の
恩
返
し
と
し
て
、

素
材
を
生
か
し
た
昔
な
が
ら
の
田

舎
料
理
で
お
客
さ
ん
の
お
も
て
な

し
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」。
大

無
田
さ
ん
は
、
温
か
い
人
柄
で
家

庭
料
理
の
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
中
に
込
め
ら
れ
た
愛
情
を
こ
れ

か
ら
も
伝
え
続
け
て
い
き
ま
す
。

農家民宿「くりの里」
牧山 規矩子さん

くまむら農産加工グループあじさい
会長  大無田 トミ子さん

家族をつなぐふるさとの味球磨郡市広報紙研究協議会合同特集
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我
が
家
の
味
を
子
ど
も
た
ち
に

家
庭
の
味
の
原
点

自
然
が
育
ん
だ
急
流
煮
し
め

無
添
加
で
温
か
み
の
あ
る
物
を

一皿に込めた、お母さんたちの知恵と愛情



愛
の
詰
ま
っ
た
「
家
庭
の
味
」
が

そ
れ
ぞ
れ
の
「
郷
土
料
理
」

緑
豊
か
な
自
然
、
清
ら
か
に
流
れ

る
球
磨
川
。
私
た
ち
は
こ
の
場
所
に

住
む
動
物
や
植
物
の
命
を
い
た
だ
い

て
命
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。

地
域
に
伝
わ
る
郷
土
料
理
は
、
時

代
の
流
れ
と
と
も
に
食
べ
る
機
会
が

減
り
、
郷
土
料
理
が
何
な
の
か
分
か

ら
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
郷

土
料
理
は
特
別
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
農
作
業
の
合
間
に
す
ぐ
食
べ

ら
れ
る
「
や
き
だ
ご
」
や
夏
場
の
暑

さ
を
和
ら
げ
栄
養
も
摂
れ
る「
冷
汁
」

な
ど
、
昔
か
ら
食
べ
る
人
を
思
っ
た

料
理
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
見
た

目
や
味
、
栄
養
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
工

夫
を
凝
ら
し
て
作
ら
れ
た
全
て
の
料

理
は
、
地
域
の
郷
土
料
理
と
し
て
、

ま
た
、
家
庭
の
味
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
家
で
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
こ
の
地
を
離
れ
て
も
、
私

た
ち
を
育
て
て
く
れ
た
愛
の
詰
ま
っ

た
料
理
を
思
う
こ
と
で
「
あ
の
味
が

恋
し
い
」「
ふ
る
さ
と
に
帰
り
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る
郷
土
愛
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
私
た
ち
一
人
一

人
が
家
庭
の
味
に
誇
り
を
持
ち
、
次

世
代
に
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
こ
の
地
域

の
大
切
な
味
と
魅
力
が
ず
っ
と
未
来

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
は
ず
で
す
。

衣
食
住
の
プ
ロ
を
育
成

あ
さ
ぎ
り
町
の
県
立
南
稜
高

校
で
は
、
本
年
度
か
ら
文
部
科

学
省
の｢

ス
ー
パ
ー
・
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
イ
ス

ク
ー
ル｣

の
指
定
を
受
け
、
社

会
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
衣
食

住
の
プ
ロ
の
育
成
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。｢

食｣

の
分
野
で

は｢
郷
土
料
理
講
習
会｣

の
授

業
化
や
地
域
野
菜
、
シ
カ
・
イ

ノ
シ
シ
肉
を
使
っ
た
商
品
開

発
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
挑
戦
し

て
い
ま
す
。

｢

ふ
る
さ
と
の
良
さ｣

を
実
感

同
高
校
の
生
活
経
営
科
で

は
、「
故
郷
の
味
を
再
発
見
」

を
目
標
に
郷
土
料
理
の
授
業
を

年
10
回
以
上
実
施
。
同
科
の
３

年
生
22
人
は｢

く
ま
も
と
ふ
る

さ
と
食
の
名
人｣

の
本
村
イ
サ

子
さ
ん(

あ
さ
ぎ
り
町)

か
ら
料

理
を
習
っ
て
い
ま
す
。

9
月
12
日
に
行
わ
れ
た
実
習

の
献
立
は
、
山
菜
お
こ
わ
と
つ

ぼ
ん
汁
、
切
り
干
し
大
根
の
酢

の
物
、
ね
っ
た
ん
ぼ
、
あ
ん
入

り
ち
ま
き
の
５
品
。
テ
ー
ブ
ル

に
は
、
山
菜
や
ニ
ン
ジ
ン
、
カ

ボ
ス
な
ど
色
と
り
ど
り
の
地
元

地
元
の

｢

宝｣

を

大
切
に
し
て
ほ
し
い

私
は
農
家
の
家
に
生
ま
れ
、
農

作
業
を
し
な
が
ら
そ
の
農
産
物
を

使
っ
た
料
理
を
作
り
続
け
て
き
ま

し
た
。
今
は
自
宅
で
米こ
め
こ
う
じ麹や
ユ
ズ

な
ど
を
使
っ
た
加
工
品
を
手
が

け
、
地
元
の
物
産
館
に
も
出
品
し

て
い
ま
す
。

郷
土
料
理
を
通
し
て
生
徒
の
皆

さ
ん
に
「
地
元
に
あ
る
財
産
」
を

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
、
10
年
以

上
前
か
ら
南
稜
高
校
の
生
徒
に

料
理
を
教
え
て
い
ま
す
。
実
習
後

に
生
徒
た
ち
か
ら
イ
ラ
ス
ト
入
り

の
感
想
文
を
も
ら
い
ま
す
が
、｢

家
で
も
作
っ
て
み
た
い｣

な
ど
と

書
い
て
あ
り
、
毎
年
や
り
が
い
を

感
じ
て
い
ま
す
。

進
路
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま

す
が
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
ふ
る
さ

と
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す

ね
。将
来
子
ど
も
が
で
き
た
と
き
、

｢
ふ
る
さ
と
に
は
こ
ん
な
料
理
も

あ
る
ん
だ
よ｣

と
料
理
を
伝
え
て

く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

郷
土
料
理
を
勉
強
し
て

次
の
世
代
に
つ
な
げ
た
い

母
と
一
緒
に
お
菓
子
作
り
を

し
て
い
て
料
理
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
保
育
園

の
こ
ろ
か
ら
母
や
祖
母
に
料
理

を
教
わ
り
、
小
学
校
５
年
生
の

こ
ろ
に
は
母
が
仕
事
で
遅
く
な

る
と
き
は
夕
食
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
初
め
は
上
手
に
作
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、「
お
い
し
い
」

と
言
わ
れ
る
の
が
う
れ
し
く
て

さ
ら
に
料
理
好
き
に
！
高
校

は
料
理
が
学
べ
る
南
稜
高
校
に

進
学
し
ま
し
た
。

高
校
卒
業
後
は
愛
知
県
で
調

理
関
係
の
仕
事
に
就
き
ま
す
。

将
来
は
お
菓
子
屋
さ
ん
と
し
て

自
分
の
店
を
持
つ
の
が
目
標
で

す
。
今
日
作
っ
た｢

つ
ぼ
ん
汁

｣

は
家
族
み
ん
な
大
好
き
。
ふ

る
さ
と
を
離
れ
ま
す
が
今
回
の

実
習
を
通
し
て
、
昔
か
ら
受
け

継
が
れ
る
郷
土
料
理
を
し
っ
か

り
勉
強
し
、
次
の
世
代
に
つ
な

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

人吉球磨 肥後さがら路のおごちそう
販売場所　清藤書店（人吉市五日町５）、

町屋ギャラリー立山（人吉
　市中青井町311）、樹

き そ う か ん

想館
（人吉市鶴田町31－６）

料　金　800円
問合せ　ふるさとの食 指南書作成委員会

 会長 山上 日出世さん（☎２３－５５７６）

ムラのかあさん
レシピ集
販売場所
ひまわり亭（人吉市
矢黒町1880－２）
料　金　1,000円
問合せ　郷土の家庭料理 ひまわり亭

（☎２２－１０４４）

人吉球磨の家庭料理のレシピ本販売中！

食
材
が
並
び
ま
し
た
。

｢

山
菜
お
こ
わ
は
、
み
り
ん

の
代
わ
り
に
赤
酒
を
使
っ
て
仕

上
げ
る｣

｢

球
磨
地
方
で
は
端

午
の
節
句
に
、
子
ど
も
が
す
く

す
く
と
育
つ
よ
う
に
あ
ん
入
り

の
ち
ま
き
を
作
る｣

｢

タ
ケ
ノ

コ
の
皮
は
抗
菌
作
用
が
あ
り
、

包
装
紙
代
わ
り
に
使
う｣

。
本

村
さ
ん
は
笑
顔
を
交
え
な
が
ら

生
徒
に
先
人
の
知
恵
を
伝
授
。

生
徒
た
ち
は
、
本
村
さ
ん
の
話

や
手
つ
き
か
ら
ふ
る
さ
と
の
味

を
学
び
ま
し
た
。
作
っ
た
料
理

は
、
本
村
さ
ん
と
生
徒
た
ち
が

一
緒
に
料
理
の
出
来
を
話
し
な

が
ら
食
べ
ま
し
た
。

郡
市
内
外
に
進
学
・
就
職
を

控
え
る
３
年
生
。こ
の
実
習
は
、

生
徒
に
と
っ
て｢

ふ
る
さ
と
の

良
さ｣
を
学
ぶ
機
会
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ふるさとの食の味
み ら い

来
深い愛情が込められた郷土料理を未来に残すため、郷土愛を
育むために南稜高校で取り組まれている授業を紹介します。

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

くまもとふるさと食の名人
本村 イサ子さん

南稜高校生活経営科３年
荒川 蓮

れ ん な

菜さん（あさぎり町）

▲本村さんが料理の技を生徒に伝授

郷土の家庭料理を教える本村さんと教わった高校生に話を聞きました。

一緒に料理を楽しむ柿
かきやま

山順
じゅんこ

子さんと孫の千
ち り

里さん（多良木町）

家族をつなぐふるさとの味球磨郡市広報紙研究協議会合同特集
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衣
食
住
の
プ
ロ
を
育
成

「
ふ
る
さ
と
の
良
さ
」
を
実
感

地
元
の
「
宝
」
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い

郷
土
料
理
を
勉
強
し
て

次
の
世
代
に
つ
な
げ
た
い

味来
み ら い
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愛
の
詰
ま
っ
た
「
家
庭
の
味
」
が

そ
れ
ぞ
れ
の
「
郷
土
料
理
」

緑
豊
か
な
自
然
、
清
ら
か
に
流
れ

る
球
磨
川
。
私
た
ち
は
こ
の
場
所
に

住
む
動
物
や
植
物
の
命
を
い
た
だ
い

て
命
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。

地
域
に
伝
わ
る
郷
土
料
理
は
、
時

代
の
流
れ
と
と
も
に
食
べ
る
機
会
が

減
り
、
郷
土
料
理
が
何
な
の
か
分
か

ら
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
郷

土
料
理
は
特
別
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
農
作
業
の
合
間
に
す
ぐ
食
べ

ら
れ
る
「
や
き
だ
ご
」
や
夏
場
の
暑

さ
を
和
ら
げ
栄
養
も
摂
れ
る「
冷
汁
」

な
ど
、
昔
か
ら
食
べ
る
人
を
思
っ
た

料
理
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
見
た

目
や
味
、
栄
養
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
工

夫
を
凝
ら
し
て
作
ら
れ
た
全
て
の
料

理
は
、
地
域
の
郷
土
料
理
と
し
て
、

ま
た
、
家
庭
の
味
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
家
で
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
こ
の
地
を
離
れ
て
も
、
私

た
ち
を
育
て
て
く
れ
た
愛
の
詰
ま
っ

た
料
理
を
思
う
こ
と
で
「
あ
の
味
が

恋
し
い
」「
ふ
る
さ
と
に
帰
り
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る
郷
土
愛
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
私
た
ち
一
人
一

人
が
家
庭
の
味
に
誇
り
を
持
ち
、
次

世
代
に
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
こ
の
地
域

の
大
切
な
味
と
魅
力
が
ず
っ
と
未
来

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
は
ず
で
す
。

衣
食
住
の
プ
ロ
を
育
成

あ
さ
ぎ
り
町
の
県
立
南
稜
高

校
で
は
、
本
年
度
か
ら
文
部
科

学
省
の｢

ス
ー
パ
ー
・
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
イ
ス

ク
ー
ル｣

の
指
定
を
受
け
、
社

会
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
衣
食

住
の
プ
ロ
の
育
成
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。｢

食｣

の
分
野
で

は｢

郷
土
料
理
講
習
会｣

の
授

業
化
や
地
域
野
菜
、
シ
カ
・
イ

ノ
シ
シ
肉
を
使
っ
た
商
品
開

発
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
挑
戦
し

て
い
ま
す
。

｢

ふ
る
さ
と
の
良
さ｣

を
実
感

同
高
校
の
生
活
経
営
科
で

は
、「
故
郷
の
味
を
再
発
見
」

を
目
標
に
郷
土
料
理
の
授
業
を

年
10
回
以
上
実
施
。
同
科
の
３

年
生
22
人
は｢

く
ま
も
と
ふ
る

さ
と
食
の
名
人｣

の
本
村
イ
サ

子
さ
ん(

あ
さ
ぎ
り
町)

か
ら
料

理
を
習
っ
て
い
ま
す
。

9
月
12
日
に
行
わ
れ
た
実
習

の
献
立
は
、
山
菜
お
こ
わ
と
つ

ぼ
ん
汁
、
切
り
干
し
大
根
の
酢

の
物
、
ね
っ
た
ん
ぼ
、
あ
ん
入

り
ち
ま
き
の
５
品
。
テ
ー
ブ
ル

に
は
、
山
菜
や
ニ
ン
ジ
ン
、
カ

ボ
ス
な
ど
色
と
り
ど
り
の
地
元

地
元
の

｢

宝｣

を

大
切
に
し
て
ほ
し
い

私
は
農
家
の
家
に
生
ま
れ
、
農

作
業
を
し
な
が
ら
そ
の
農
産
物
を

使
っ
た
料
理
を
作
り
続
け
て
き
ま

し
た
。
今
は
自
宅
で
米こ
め
こ
う
じ麹や
ユ
ズ

な
ど
を
使
っ
た
加
工
品
を
手
が

け
、
地
元
の
物
産
館
に
も
出
品
し

て
い
ま
す
。

郷
土
料
理
を
通
し
て
生
徒
の
皆

さ
ん
に
「
地
元
に
あ
る
財
産
」
を

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
、
10
年
以

上
前
か
ら
南
稜
高
校
の
生
徒
に

料
理
を
教
え
て
い
ま
す
。
実
習
後

に
生
徒
た
ち
か
ら
イ
ラ
ス
ト
入
り

の
感
想
文
を
も
ら
い
ま
す
が
、｢

家
で
も
作
っ
て
み
た
い｣

な
ど
と

書
い
て
あ
り
、
毎
年
や
り
が
い
を

感
じ
て
い
ま
す
。

進
路
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま

す
が
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
ふ
る
さ

と
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す

ね
。将
来
子
ど
も
が
で
き
た
と
き
、

｢

ふ
る
さ
と
に
は
こ
ん
な
料
理
も

あ
る
ん
だ
よ｣

と
料
理
を
伝
え
て

く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

郷
土
料
理
を
勉
強
し
て

次
の
世
代
に
つ
な
げ
た
い

母
と
一
緒
に
お
菓
子
作
り
を

し
て
い
て
料
理
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
保
育
園

の
こ
ろ
か
ら
母
や
祖
母
に
料
理

を
教
わ
り
、
小
学
校
５
年
生
の

こ
ろ
に
は
母
が
仕
事
で
遅
く
な

る
と
き
は
夕
食
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
初
め
は
上
手
に
作
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、「
お
い
し
い
」

と
言
わ
れ
る
の
が
う
れ
し
く
て

さ
ら
に
料
理
好
き
に
！
高
校

は
料
理
が
学
べ
る
南
稜
高
校
に

進
学
し
ま
し
た
。

高
校
卒
業
後
は
愛
知
県
で
調

理
関
係
の
仕
事
に
就
き
ま
す
。

将
来
は
お
菓
子
屋
さ
ん
と
し
て

自
分
の
店
を
持
つ
の
が
目
標
で

す
。
今
日
作
っ
た｢

つ
ぼ
ん
汁

｣

は
家
族
み
ん
な
大
好
き
。
ふ

る
さ
と
を
離
れ
ま
す
が
今
回
の

実
習
を
通
し
て
、
昔
か
ら
受
け

継
が
れ
る
郷
土
料
理
を
し
っ
か

り
勉
強
し
、
次
の
世
代
に
つ
な

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

人吉球磨 肥後さがら路のおごちそう
販売場所　清藤書店（人吉市五日町５）、

町屋ギャラリー立山（人吉
　市中青井町311）、樹

き そ う か ん

想館
（人吉市鶴田町31－６）

料　金　800円
問合せ　ふるさとの食 指南書作成委員会

 会長 山上 日出世さん（☎２３－５５７６）

ムラのかあさん
レシピ集
販売場所
ひまわり亭（人吉市
矢黒町1880－２）
料　金　1,000円
問合せ　郷土の家庭料理 ひまわり亭

（☎２２－１０４４）

人吉球磨の家庭料理のレシピ本販売中！

食
材
が
並
び
ま
し
た
。

｢

山
菜
お
こ
わ
は
、
み
り
ん

の
代
わ
り
に
赤
酒
を
使
っ
て
仕

上
げ
る｣

｢

球
磨
地
方
で
は
端

午
の
節
句
に
、
子
ど
も
が
す
く

す
く
と
育
つ
よ
う
に
あ
ん
入
り

の
ち
ま
き
を
作
る｣

｢

タ
ケ
ノ

コ
の
皮
は
抗
菌
作
用
が
あ
り
、

包
装
紙
代
わ
り
に
使
う｣

。
本

村
さ
ん
は
笑
顔
を
交
え
な
が
ら

生
徒
に
先
人
の
知
恵
を
伝
授
。

生
徒
た
ち
は
、
本
村
さ
ん
の
話

や
手
つ
き
か
ら
ふ
る
さ
と
の
味

を
学
び
ま
し
た
。
作
っ
た
料
理

は
、
本
村
さ
ん
と
生
徒
た
ち
が

一
緒
に
料
理
の
出
来
を
話
し
な

が
ら
食
べ
ま
し
た
。

郡
市
内
外
に
進
学
・
就
職
を

控
え
る
３
年
生
。こ
の
実
習
は
、

生
徒
に
と
っ
て｢

ふ
る
さ
と
の

良
さ｣

を
学
ぶ
機
会
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ふるさとの食の味
み ら い

来
深い愛情が込められた郷土料理を未来に残すため、郷土愛を
育むために南稜高校で取り組まれている授業を紹介します。

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

くまもとふるさと食の名人
本村 イサ子さん

南稜高校生活経営科３年
荒川 蓮

れ ん な

菜さん（あさぎり町）

▲本村さんが料理の技を生徒に伝授

郷土の家庭料理を教える本村さんと教わった高校生に話を聞きました。

一緒に料理を楽しむ柿
かきやま

山順
じゅんこ

子さんと孫の千
ち り

里さん（多良木町）

家族をつなぐふるさとの味球磨郡市広報紙研究協議会合同特集

9 HITOYOSHI　2016.12.01９　　広報たらぎ 2016.12

人吉球磨の家庭料理のレシピ本販売中！

人吉球磨 肥後さがら路のおごちそう ムラのかあさん
レシピ集
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防災無線は常に電源を入れておきましょう！防災無線は常に電源を入れておきましょう！

がんばろう！熊本

第４回たらぎ農林商工祭
　「
た
ら
ぎ
農
林
商
工
祭
」
が
11
月

19
日(

土)

、
20
日(

日)

の
２
日
間
、

多
良
木
町
多
目
的
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
19
日
は
あ
い
に
く
の
雨
の
中
で
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
で
し
た

が
、
自
称
「
晴
れ
男
」
の
英
太
郎
さ

ん
の
モ
ノ
マ
ネ
シ
ョ
ー
ま
で
に
は
天

候
も
回
復
し
、
予
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
中
止
と
な
る
こ
と
も
な
く
、

全
て
開
催
さ
れ
、
参
加
型
イ
ベ
ン
ト

の
綱
引
き
や
女
尻
相
撲
大
会
で
は

チ
ー
ム
ご
と
に
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
揃

え
る
な
ど
参
加
者
自
ら
が
祭
り
を
楽

し
む
様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
20
日
は
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
山
本

譲
二
さ
ん
の
歌
謡
シ
ョ
ー
で
最
高
潮

の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
多
彩
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
会
場
は
多
く
の
人
で
賑

わ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
は
４
月
に
起
こ
っ
た

熊
本
地
震
か
ら
の
復
興
を
祈
念
し
設

置
し
た
募
金
箱
に
は
、
多
く
の
皆
さ

ま
よ
り
募
金
を
頂
き
ま
し
た
。
頂
い

た
募
金
は
、
熊
本
地
震
の
被
災
者
へ

お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

①

④⑤

②

③
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①
山
本
譲
二
の
歌
謡
シ
ョ
ー

②
秀
岳
館
高
校
の
雅
太
鼓

③
く
ま
モ
ン
隊
の
く
ま
モ
ン
シ
ョ
ー

④
多
良
木
高
校
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

⑤
女
の
戦
い
！
女
尻
相
撲
大
会

⑥
押
し
て
ダ
メ
な
ら
引
い
て
み
な
！

　
丸
太
早
切
り
大
会

⑦
伝
統
芸
能
　
上
槻
木
の
太
鼓
踊
り

⑧
黒
肥
地
保
育
園
の
遊
戯

⑨
農
産
物
品
評
会
に
出
品
さ
れ
た
美    

　
味
し
そ
う
な
野
菜

⑩
祭
り
に
集
ま
っ
た
多
く
の
観
客

⑥

⑧

⑨

⑩

⑦
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10
月
29
日
、
任
期
満
了
に
伴
い

教
育
長
の
椎
葉
袈
史
氏
が
退
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

前
日
に
行
わ
れ
た
全
職
員
朝
礼

の
中
で
松
本
町
長
が
「
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
側
面

か
ら
教
育
行
政
を
支
え
て
く
だ
さ

い
」
と
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　

椎
葉
氏
は
職
員
に
向
け
「
幸
運

に
も
私
に
教
育
長
と
い
う
立
場
を

与
え
て
い
た
だ
い
た
。
槻
木
小
が

再
開
し
、
槻
木
地
区
の
人
の
表
情

が
明
る
く
な
っ
た
。
宮
ヶ
野
小
も

休
校
中
だ
が
、
今
後
も
町
の
活
力

向
上
を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
ほ
し

い
」
と
言
葉
を
贈
ら
れ
ま
し
た
。

町内小学5年生による
学童稲刈り体験

椎葉教育長が
任期満了に伴い退任

　

10
月
31
日
、
町
内
小
学
５
年
生
、

80
人
が
稲
刈
り
体
験
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
Ｊ
Ａ
く
ま
青
壮
年
部
多
良

木
支
部
が
毎
年
、
６
月
の
田
植
え
と

合
わ
せ
行
っ
て
い
る
事
業
で
、
当
日

は
雨
が
心
配
さ
れ
る
な
か
の
体
験
と

な
り
ま
し
た
。

　
今
年
の
田
植
え
は
雨
天
の
た
め
残

念
な
が
ら
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
稲
刈
り
当
日
は
ど

う
に
か
天
気
も
持
ち
こ
た
え
、
稲
の

刈
り
方
を
教
わ
り
な
が
ら
、
慣
れ
な

い
手
つ
き
で
稲
を
刈
り
取
っ
て
い
ま

し
た
。

　
稲
刈
り
の
後
は
、
Ｊ
Ａ
女
性
部
の

皆
さ
ん
に
よ
っ
て
用
意
し
て
い
た
だ

い
た
お
に
ぎ
り
と
豚
汁
を
み
ん
な
で

お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

德
田
タ
ツ
ヨ
さ
ん
は
11
月
の
誕

生
日
に
満
百
歳
を
迎
え
ら
れ
、
こ

の
ほ
ど
、
町
か
ら
記
念
品
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。

　

タ
ツ
ヨ
さ
ん
は
買
い
物
に
出
掛

け
る
こ
と
と
畑
仕
事
が
お
好
き
で
、

「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
玉
ね
ぎ
の
苗
を
植

え
よ
う
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。」
と
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
食
欲
が
無
い
と
き
が
な
い
」
と

話
さ
れ
る
タ
ツ
ヨ
さ
ん
。
し
っ
か

り
食
べ
て
動
か
れ
る
こ
と
が
元
気

の
秘
訣
の
よ
う
で
し
た
。

　

百
歳
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
お

過
ご
し
く
だ
さ
い
。

教育委員に宮本康江さん再任 祝 100歳
おめでとうございます

　
こ
の
た
び
、
宮
本
康
江
さ
ん
（
多

３
区
の
１
）
が
多
良
木
町
教
育
委

員
会
委
員
に
再
任
さ
れ
、
11
月
４

日
に
多
良
木
町
役
場
応
接
室
に
お

い
て
辞
令
交
付
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

宮
本
さ
ん
は
、
平
成
20
年
か
ら

教
育
委
員
を
務
め
ら
れ
、
今
回
が

３
期
目
と
な
り
、
任
期
は
平
成
32

年
10
月
29
日
ま
で
の
４
年
間
と
な

り
ま
す
。
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11
月
13
日
、
妙
見
野
自
然
の
森

展
望
公
園
で
16
回
目
と
な
る
「
Ｔ

Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｉ
え
び
す
ス
カ
イ
フ
ェ

ス
タ
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
九

州
各
地
、
遠
く
は
広
島
県
か
ら
訪

れ
た
17
組
の
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の

選
手
が
着
陸
の
正
確
さ
や
直
径
10

ｍ
の
標
的
を
目
か
け
て
柔
ら
か
い

ボ
ー
ル
を
落
と
す
な
ど
、
そ
の
技

を
競
い
合
い
ま
し
た
。
晴
天
の
大

空
に
は
色
鮮
や
か
な
翼
を
広
げ
た

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
が
映
え
、
ま
た
、

競
技
開
始
前
の
展
望
台
で
は
濃
い

雲
海
も
見
ら
れ
、
素
晴
ら
し
い
風

景
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

久米小学校森林教室 TARAGI えびすスカイフェスタ
　

11
月
14
日
、
妙
見
野
自
然
の
森

展
望
公
園
に
て
多
良
木
町
主
催
に

よ
る
森
林
教
室
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
し
た
久
米
小
５
年
生
14

名
は
、
講
師
の
方
か
ら
公
園
内
に

あ
る
様
々
な
種
類
の
木
に
つ
い
て
、

そ
の
特
徴
を
教
わ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
酸
素
や
水
、
時
に
食
糧
と
し

て
そ
の
実
を
私
た
ち
に
与
え
て
く

れ
る
木
や
森
、
自
然
循
環
を
大
切

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

学
び
ま
し
た
。

　

本
町
で
も
自
然
の
中
で
遊
ぶ
子

ど
も
の
姿
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く

な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
教
室
が

身
近
な
自
然
を
振
り
返
る
良
い
機

会
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

多良木町総合防災訓練

　
11
月
６
日
、
消
防
団
、
地
区
住
民
、

消
防
署
、
警
察
署
、
建
設
業
防
災
協

力
会
、
婦
人
会
、
社
協
、
町
な
ど

約
９
０
０
名
の
参
加
に
よ
り
、
住

民
避
難
訓
練
、
災
害
対
策
本
部
設

置
運
営
訓
練
、
避
難
所
設
置
運
営

訓
練
、
今
回
初
め
て
と
な
る
、
あ

さ
ぎ
り
町
消
防
団
と
の
合
同
中
継

送
水
訓
練
、
炊
き
出
し
訓
練
な
ど

の
多
良
木
町
総
合
防
災
訓
練
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
想
定
し
た
の
は
、
人
吉
盆

地
南
縁
断
層
を
震
源
と
す
る
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
７・
１
、
震
度
６
強
の

地
震
で
す
。
今
後
30
年
内
に
発
生

す
る
確
率
は
１
％
以
下
と
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
自
然
災
害
は
い

つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
災

害
が
起
き
た
時
に
ど
う
行
動
す
べ

き
か
、
被
害
を
最
小
限
に
留
め
る

た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
な
ど
、
防

災
意
識
を
持
っ
て
避
難
場
所
等
の

確
認
や
家
族
へ
の
連
絡
方
法
・
手

段
の
確
認
、
食
糧
等
の
備
蓄
な
ど

日
頃
か
ら
備
え
ま
し
ょ
う
。

土嚢づくり 避難者の受付 情報収集と伝達訓練

多良木小学校のプールの水をろ過器を使用し
飲料水として活用する訓練の様子
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多
良
木
町
農
業
経
営
基
盤
強
化

大
会
、
多
良
木
町
認
定
農
業
者
同

志
会
お
よ
び
同
志
会
女
性
部
会
総

会
が
11
月
25
日
に
行
わ
れ
各
部
門

ご
と
に
優
良
認
定
農
業
者
表
彰
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

各
部
門
表
彰
者
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
敬
称
略
）

【
メ
ロ
ン
】
渕
田　
輝
彦
・
か
お
り

【
キ
ュ
ウ
リ
】
松
浦　
栄
一

【
イ
チ
ゴ
】
平
野　
勇
一・千
代
子

【
イ
ン
ゲ
ン
】
猪
口　
秀
利
・
ト
ヨ
子

【
ナ
ス
】
井
上　
成
二
・
富
美
子

【
花
卉
】
石
澤　
忠
実

【
ト
マ
ト
】
中
神　
久
一
郎
・
美
代
子

【
葉
タ
バ
コ
】
江
上　
幸
廣
・
裕
子

【
繁
殖
牛
】
尾
方　
利
昭
・
あ
き
子

【
酪
農
】
源
嶋　
寶
七
・
ふ
と
み

熊本県農業女性アドバイザー
新規アドバイザー認定証交付 優良認定農業者表彰

　
11
月
15
日
、
木
村
久
美
さ
ん
（
写

真
左
）
が
熊
本
県
農
業
女
性
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
の
平
成
28
年
度
新
規
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
し
て
認
定
さ
れ
、
認

定
証
交
付
式
が
球
磨
地
域
振
興
局

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
熊
本
県
農
業
女
性
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
し
て
東
真
希
さ
ん
（
写

真
右
）
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
多
良
木
町
の
農
業
女
性
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
は
、
２
名
と
な
り
ま
し
た
。

　
木
村
さ
ん
は
「
多
良
木
町
の
農
業

振
興
、
発
展
の
た
め
に
、
私
達
も

勉
強
し
な
が
ら
農
家
の
方
々
の
声

を
届
け
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
熊
本
県
内
の
畜
産
農
家
が
一
堂
に

会
し
優
良
な
牛
な
ど
を
選
ぶ
第
11
回

熊
本
県
畜
産
ま
つ
り
が
、
11
月
４
日

（
金
）
大
津
町
の
熊
本
県
家
畜
市
場

で
開
催
さ
れ
、
多
良
木
町
か
ら
４
名

４
部
門
の
出
品
が
あ
り
ま
し
た
。

出
品
者
の
皆
様
、
誠
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　
な
お
、
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
　
　
　
黒
毛
和
種
部
門 

五
部　
新
堀　
文
夫　
名
誉
賞
２
席

六
部　
椎
葉　
龍
一　
名
誉
賞
６
席

七
部　
益
田　
了　
　
名
誉
賞
２
席

八
部　
田
山　
直
実　
優
秀
賞

黒
毛
和
種
部
門　
７
部

名
誉
賞
２
席　
益
田
さ
ん

税に関する作品入賞者表彰 第 11回熊本県畜産まつり
　

人
吉
球
磨
地
区
租
税
教
育
推
進

協
議
会
が
、
次
代
を
担
う
児
童
・
生

徒
の
租
税
教
育
を
推
進
す
る
た
め

「
税
に
つ
い
て
の
作
品
」
の
募
集
を

行
い
、
税
に
つ
い
て
の
作
文
で
多

良
木
中
学
校
３
年
の
高
木
美
柚
（
た

か
ぎ
み
ゆ
）
さ
ん
が
、
税
の
習
字

で
黒
肥
地
小
学
校
４
年
の
木
藤
星

（
き
ふ
じ
あ
か
り
）
さ
ん
が
多
良
木

町
長
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

12
月
１
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

で
表
彰
が
行
わ
れ
、
松
本
町
長
か

ら
お
二
人
へ
賞
状
と
副
賞
が
手
渡

さ
れ
ま
し
た
。

千
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「ジビエの研修」

　 10月13日と11月1日にジビエ消費拡大に関する研修に参加しました。

イノシシ、シカの解体実演もあり、内容の濃い研修でした。鳥獣被害のこ

とや、いのちをいただくことについて考える機会となりました。

集落支援員　活動報告
平成 28年 12 月号　ＮＯ．29

「槻木アンテナショップ」

　9 月 17 日と 10 月 15 日、福岡市博多区吉塚商店街にて、農産品の販売をしてきました。

9 月は、ドイツのテレビ局の取材がありました。お店が繁盛している様子を見て、カメラマンは驚

いていました。

　10 月は、商店街のイベントも行われて、くま

モンにお店のＰＲをしてもらいました。

「世界のＴｓｕｋｉｇｉ」
　10月末と 11月中旬にドイツの公共放送局で、長寿
国日本で過疎改善の取組みをしているＴｓｕｋｉｇｉの
ことが紹介されました。
　放送はドイツ国内でしたが、インターネット配信され、
世界中で見ることができました。「JAPAN」「Tokyo」「Ｔ
ｓｕｋｉｇｉ」しかない日本地図。世界中の方に知って
もらういい機会だと思いました。

槻木あっ！チラッこちら　～このコーナーは、槻木のあちこちを紹介致します～

「ツキフツ友好」

　10 月の下旬、自転車で世界を旅しているフ

ランス人夫婦が宿を求めて、槻木を訪れました。

ちょうどこの夜に、槻木の皆さんが集まる機会

があり、皆さん片言でしたが何とか会話できま

した。お２人の計画ではもう 1 年かけて、フ

ランスに帰るそうです。「とてもフレンドリー」

と何度も言っておられました。

防災無線は常に電源を入れておきましょう！
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　多良木町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年多良木町条例第 22 号）に基づき、多良木町職員の人
事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

平成 28 年 10 月 28 日
多良木町長　松　本　　照　彦

（１）職員の採用
平成 27 年度中に新たに採用された一般職の職員の状況は、次のとおりです。

（２）職員の離職
平成 27 年度に離職した一般職の職員の状況は、次のとおりです。

（３）職員数
  1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

   2) 年齢別職員構成の状況（平成 28 年４月１日現在）

　　　年度
部門　　　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 過去 5 年間の

増減数（率）
一般行政 86　 84　 85　 90　 91　 93　 7　 8.1　
教　育 11　 11　 10　 10　 10　 10　 △ 1　 △ 9.1　
消　防 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0.0　

普通会計計 97　 95　 95　 100　 101　 103　 6　 6.2　
公営企業等会計計 15　 15　 15　 14　 14　 13　 △ 2　 △ 13.3　

総合計 112　 110　 110　 114　 115　 116　 4　 3.6　

   3）職員数の推移 （単位：人・％）

※平成 28 年度の一般事務 ･ 学芸員（高卒・大卒程度）採用のため実施  
試験期日：第 1 次試験（教養、適性、専門、作文試験 ) 平成 27 年 9 月 20 日
　　　　　（平成 27 年度市町村等職員採用共同試験参加）
　　　　　第 2 次試験（面接試験）平成 27 年 10 月 25 日
試験結果：高卒程度  　 　1 名合格
　　　　　大学卒程度 　  2 名合格

区分
20 歳未満

20 歳以上
25 歳未満

25 歳以上
30 歳未満

30 歳以上
35 歳未満

35 歳以上
40 歳未満

40 歳以上
45 歳未満

45 歳以上
50 歳未満

50 歳以上
55 歳未満

55 歳以上
58 歳未満

58 歳以上
60 歳未満 60 歳以上

職員数 ２人 ７人 １９人 １５人 １６人 ２９人 ５人 ８人 １０人 ５人 ０人

（注）　1　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　2　〔　　　〕内は、条例定数の合計である。

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　　　　　　　　　区　分
部　門　　　　　　　　　　　

職　員　数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
平成 27 年 平成 28 年

一

般

行

政

部

門

議会 2　 2　
総務 25　 26　 1　 欠員補充
税務 9　 9　

農林水産 16　 16　
商工 2　 2　
土木 8　 8　
民生 20　 21　 1　 欠員補充
衛生 9　 9　

小　　　計 91　 93　 2　

特別行政部門
教育 10　 10　

小　　　計 10　 10　

公営企業会計部門

水道 3　 3　
下水道 3　 2　 -1　 事業縮小による減
その他 8　 8　

小　　　計 14　 13　 -1　

合　　計
115　 116　 1　

〔177〕　 〔177〕　 〔0〕　

定年退職 勧奨退職 分限免職 懲戒免職 失職 死亡退職 普通退職 任期満了 合計
1 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人 0 人 ２人

区分 職種 採用者数
高卒程度 一般事務 5 人

短大卒程度 保健師 1 人
短大卒程度 社会福祉士 1 人

1. 職員の任免及び職員数の状況

２．職員競争試験及び選考の状況
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（１）人件費の状況 ( 普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（一般会計）

（３）一般行政職給料表の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）
一般行政職

（５）職員の初任給の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成 28 年 4 月 1 日）

（８）期末手当・勤勉手当

（注）職員手当には退職手当を含まない。

（注）（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成 28 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　 ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手
　　　　 当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調
　　　　 査においてあきらかにされているものである。また、下段には時間外勤務手当、特殊勤務手当の手当が含まれて
　　　　 いない。

（注）１　多良木町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　  ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

区分 住民基本台帳人口
(27 年度末）

歳出額
A

実質収支 人件費
B

人件費率
B/A

（参考）
26 年度の人件費率

27 年度 人
10,084

千円
6,335,668

千円
358,677

千円
928,550

%
14.7 

%
15.1

区分 職員数
A

給　　与　　費 一人当たり給与費
B/A給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　B

27 年度 人
108

千円
325,533

千円
39,853

千円
116,742

千円
482,128

千円
4,464 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
一号給の給料月額 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000
最高号給の給料月額 246,100 303,000 348,800 379,800 391,800 409,000

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

多良木町 38.7　　歳 287,500　　円
316,764　　円
306,856　　円

区　　分
多良木町 国
初任給 初任給

一般行政職
大学卒 176,700　円 176,700　円
高校卒 144,600　円 144,600　円

技能労務職
高校卒 137,200　円 -
中学卒 121,600　円 -

区　　分 10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満

一般行政職
大学卒 272,100　円 336,600　円 該当者なし
高校卒 226,500　円 279,900　円 329,300　円

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1　級 主事、技師の職務、保育士、栄養士、保健師の職務 16　人 18.39　%
2　級 高度な知識、経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務、保育士、栄養士、保健師の職務 19　人 21.84　%
3　級 係長の職務（4 級に掲げる職務を除く）、参事の職務 17　人 19.54　%

4　級 主幹の職務（5 級に掲げる職務を除く）、総務係長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のもの
として規則で定める職の職務 23　人 26.44　%

5　級 課長の職務 (6 級に掲げる職務を除く）及びその職務内容等がこれと同程度のものとして規則で定め
る職の職務 11　人 12.64　%

6　級 総務課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして規則で定める職の職務   1　人   1.15　%

多良木町 国
一人当たり平均支給額（27 年度）　1,213 千円 ━

　(27 年度支給割合）
　　　期末手当　　　　　　勤勉手当
　　　　2.60 月分　　　　　　1.60 月分
　　　   （ - ）月分　　　　　　（ - ）月分

　(27 年度支給割合）
　　　期末手当　　　　　　勤勉手当
　　　　2.60 月分　　　　　　1.60 月分
　　  （1.45）月分　　　　 （ 0.75）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算５％～ 15％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算 5％～ 20％、管理職加算 10％～ 25％

３．職員の給与の状況
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（９）退職手当（平成 28 年 4 月 1 日現在）

（1 ０）地域手当 ( 平成 28 年 4 月 1 日現在）　支給実績なし
（1 １）特殊勤務手当    なし
（1 ２）時間外勤務手当

（1 ３）その他の手当（平成 27 年 4 月 1 日現在）

（１）一般職員の勤務時間の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

（１）健康診断、人間ドックによる職員の健康管理、及び健康づくり活動を実施しております。

（２）公務災害の発生状況

認定件数
うち公務災害 うち通勤災害

1 件 1 件 ０件

営利企業等従事制限に係る許可の状況（平成 27 年度）

申請件数 許可件数
1 件 1 件

一般研修
専門研修

町主催 団体主催
3 回 146 人 7 件 43 人 11 件 13 人

（２）育児休業の取得承認状況（平成 27 年度に承認された者）

（３）介護休暇の取得状況（平成 27 年度に承認された者）　0 名
　　部分休業取得者　なし

　　※当該年度において同一の職員が複数回にわたって分限・懲戒処分に付された場合は、重複計上。

１週間の勤務時間 １日の勤務時間
勤務時間の割振り

始業 終業 休憩時間
38 時間 45 分 7 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分 12 時～ 13 時

項　　目 実　　施　　日 受診者数 備　　　考
定期健康診断 平成 27 年度中 65　人

新規採用職場検診 平成 28 年 2 月 17 日   3　人
人間ドック 平成 27 年度中 49　人

健康管理研修等

分限処分者 懲戒処分者
免職 休職 降任 降給 小計 免職 停職 減給 戒告 小計
0 人 1 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

承認者数 取　　得　　期　　間
男 女 3 月以下 3 ～ 6 月以下 6 ～ 9 月以下 9 月～ 1 年以下 1 ～ 3 年

０人 ２人 ０人 ０人 ０人 ２人 ０人

　支給実績（27 年度決算） 15,848　千円　
　職員一人当たり平均支給年額 174　千円　
　支給実績（26 年度決算） 16,536　千円　
　職員一人当たり平均支給年額 178　千円　

手当名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

支給実績
(27 年度決算）

支給職員一人当たり
平均支給年額

（27 年度決算）

扶養手当 扶養親族のある職員に対して支給。配偶者 13,000 円、その他 6,500 円 同 12,583 千円 196,609 千円
住居手当 居住するための住宅を借り入れている職員に対して 27,000 円以内 同 7,507 千円 242,161 千円

通勤手当 交通用具を利用している職員に対し、距離に応じて支給。片道 2km
以上 5km 未満 2,000 円。最高、片道 60km 以上 31,600 円 同 1,807 千円 36,878 千円

管理職手当 総務課長 36,000 円、課長等 26,000 円、総務係長 16,000 円 異 4,056 千円 312,000 千円
宿日直手当 勤務 1 回につき 4,200 円、多良木学園は 5,900 円 1,257 千円 13,967 千円

管理職特別勤務手当 勤務 1 回につき 12,000 円を超えない範囲で支給 同 488 千円 37,538 千円

多良木町 国

　（支給率）　　　　自己都合　　　　勧奨・定年
勤続２０年　　　20.445　月分　25.55625　月分
勤続２５年　　　29.145　月分　  34.5825　月分
勤続３５年　　　41.325　月分　　   49.59　月分
最高限度額　　　  49.59　月分　　   49.59　月分
その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置 (2％～ 20％ )
一人当たり平均支給額　8,372　千円　　 21,254　千円

　（支給率）　　　　自己都合　　　　勧奨・定年
勤続２０年　　　20.445　月分　25.55625　月分
勤続２５年　　　29.145　月分　  34.5825　月分
勤続３５年　　　41.325　月分　　   49.59　月分
最高限度額　　　  49.59　月分　　   49.59　月分
その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置 (2％～ 20％ )

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

８．職員の福祉及び利益の保護の状況

５．職員の分限及び懲戒処分の状況

６．職員の服務の状況 ７．職員の研修の状況

（注）退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。
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インフルエンザの流行に注意しましょう！
　インフルエンザは「インフルエンザウイルス」に感染して起きます。おおむね１～３日を潜伏

期間とし、38℃以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛など全身の症状が急に現れ、高齢の方や種々

の慢性疾患を持つ方は肺炎を伴うなど重症になることがあります。

　

　＜予防方法＞

①流行前の予防接種 …重症化や合併症の発生を予防する効果もあります。

②咳エチケット　　 …インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみの際に口から出る

　　　　　　　　　　　小さな水滴（飛沫）による飛沫感染です。 普段から、咳エチケット

　　　　　　　　　　　を心がけましょう。 

　　　咳エチケット　◇咳やくしゃみを他の人に向けてしない 

　　　　　　　　　　◇咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをする 

　　　　　　　　　　◇手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う

③外出後の手洗い   …流水・石鹸による手洗いは手指など体についたインフルエンザウイルス

　　　　　　　　　　　 を物理的に除去するために有効な方法です。20 秒以上時間をかけた丁寧

　　　　　　　　　　　 な手洗いを心がけましょう。 

　　　　　　　　　　　 アルコール製剤による手指消毒でも効果があります。

　※ 38℃以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛などがあり、インフルエンザが疑われる時は、

　　 病院を受診しましょう！

「出したと思っとったとばってん！」

「人間ドックはもう受けられんとかな？」

「健診を受けない人は、出さんでよかと思っとった！」

※受けない方も提出が必要です。
申込書の提出期限は 12 月 2 日でしたが、まだ提出されていない方は、なるだけ早くご提出く

ださい。ただし、

  30 代人間ドック、国保人間ドック、がんセット健診の申込期限は平成 29 年 1 月 18 日（水）

です！この期限を過ぎてからの受付はできませんので、ご了承ください。

　　提　出　先：多良木町保健センター（隣保班長さん、区長さんへの提出はできません）

　　問い合わせ：多良木町保健センター　電話 42－ 1100

平成２９年度住民健診の申込書の
提出はお済みですか？

保健センタ—だより
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国民年金保険料は口座振替がお得です

国民年金保険料はクレジットカードでも納付できます

電子納付（Pay-easy）の利用

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用できます。

　口座振替は、現金納付よりも割引額が大きい６カ月前納・１年前納・２年前納や、月々

５０円割引となる早割制度が用意されています。

　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、

ご希望の金融機関または八代年金事務所へお申し出ください。

　国民年金保険料は、クレジットカードでも納付できます。

　平成２９年４月からは、新たにクレジットカード納付でも２年前納が利用できるようにな

り、ますます便利な納付方法になります。

　ただし、有効期限を迎えるクレジットカードの場合、更新時に改めて手続きが必要な場合

がありますのでご注意ください。

　クレジットカードをご希望の方またはクレジットカードの有効期限を迎える方は、八代年

金事務所へお問い合わせください。

　Pay-easy なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも、納付ができます。

　納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy 対応の

ATMかインターネットバンキングの画面に入力するだけで納付ができます。

　ただし、コンビニエンスストア内に設置されている複数の銀行に対応しているATMでは

利用できませんのでご注意ください。

【お問い合わせ先】　

八代年金事務所　電話：０９６５－３５－６１２３

国民年金インフォメーション
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第１回日本遺産絵画コンクールの結果について
　多良木町の日本遺産の啓発を目的とした、第１回日本遺産絵画コンクールの結果は次のとおりです。
　受賞された皆様おめでとうございます。また、出品された全作品は、審査員の流郷由紀子氏の作品
とともに多良木町埋蔵文化財等センター「古代の風　黒の蔵」にて展示しています。
展示期間：平成２８年１１月１５日（火）～平成２９年１月３１日（火）

賞 部門 氏名
日本遺産最優秀賞 小学生の部 神澤　琴音
日本遺産最優秀賞 中学生の部 犬童　梨心
日本遺産最優秀賞 一般の部 針馬　伸弥
日本遺産多良木賞 一般の部 石原　　謙
日本遺産ケヤキ賞 小・中学生の部 大原　　遥
日本遺産四季賞 小・中学生の部 椎葉　愛心
日本遺産人物賞 小・中学生の部 牧　　昊輝

賞名 氏名 学校名 学年 図書名

熊本日日新聞賞 日隠　翠凜 多良木小学校 3
　小学生のボクは鬼のようなお母さん
　にナスビを売らされました

多良木町賞 石原　颯太 多良木小学校 1 　十五少年漂流記
多良木町議会賞 恒松　　葵 多良木小学校 6 　ガラスのうさぎ

厚生環境文教常任委員会賞 木藤　　月 多良木中学校 2 　ソウルメイト
多良木町教育委員会賞 上治　南凰 槻木小学校 3 　木の好きなケイトさん

多良木町公民館賞 川邉　祈叶 久米小学校 6 　原爆の火
多良木町校長会賞 尾方　佳穂 黒肥地小学校 3 　がんばれ名犬チロリ

審査員特別賞 田中　心菜 黒肥地小学校 6 　学校の鏡は秘密のとびら
入選 松下　千紘 黒肥地小学校 2 　おばけスクール１年生
入選 江藤　心花 久米小学校 2 　ふうたんのうんどうかい
入選 山本　彩奈 久米小学校 3 　二日月
入選 西　さくら 多良木中学校 1 　砕け散るところを見せてあげる
入選 瀬戸山心香 多良木中学校 2 　世界から猫が消えたなら

平成２８年度多良木町読書感想文コンクールの結果について

日本遺産最優秀賞（一般の部）

　小中学生が本に対しての楽しみを深め、読書意欲の啓発と向上を図ることを目的とした、平成２８
年度多良木町読書感想文コンクールの結果につきましては、次のとおりです。
　受賞・入選された皆様おめでとうございます。
　感想文を書いてくれた児童生徒の皆さん、ありがとうございます。

多良木町文化祭が開催されました
　１1 月 2 日（水）～１１月３日（木）に、多良木町文化祭（多良木町文化協会主催）が開催されました。
展示の部は、３会場（研修ｾﾝﾀ ・ー黒の蔵・太田家住宅）で、華道や書道などの作品展示が行われました。
文化の日である３日には、多良木町多目的研修センター２階で発表の部が行われました。球磨支援学
校の生徒や黒肥地 ･ 光台寺保育園の園児、文化協協会の各団体、婦人会、青年団の方々による踊りなど、
日ごろの研鑽の成果が披露され、大賑わいでした。たくさんのご来場誠にありがとうございました。

教育委員会だより
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み ん な で 築 こ う 人 権 の 世 紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心～

人権作品展時期間：12/2～ 12/12役場ロビー　　12/14～ 12/21えびすの湯

人権作品展」を役場ロビー、えびすの湯で開催します。また、これらの作品を用いて町独自の人権ポ

スターを作製し、町内各所に掲示する予定です。

　多良木町人権教育推進協議会にて最優秀・優秀に選出

された町内小・中学生の絵手紙を、紹介致します。

先月紹介した標語と併せて、人権週間の期間に「子ども

皆さんもこの人権週間の機会に、家族や身近な人との関係を見つめ直し、人権や差別について話し合っ

たりして「思いやりの心」や「かけがえのない命」について、考えてみませんか？

　子どもの人権や高齢者の人権、女
性の人権や障がいのある人の人権な
ど、様々な課題があります。すべて
の人の人権が尊重され、だれもが幸
せに安心して自分らしく生きること
ができる社会を築きましょう。

多良木町子ども人権作品

１２月４日～１０日

最
優
秀
賞

　

久
米
小　

６
年

　
　

椎
葉　

楓
月

小１　久保田さや

小５　河野祥子

中１　池田ひなた 中２　原田朋奈 中３　中村大志

小２　池田まなみ 小３　源嶋かずと 小４　浦田天莉



第５回公認奥球磨ロードレース大会開催に伴う
交通規制のお知らせ

開催日　平成２9年１月15日（日）
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  大会の概要

名称・期日：第 5 回公認奥球磨ロードレース大会・平成２９年１月１５日（日）雨天決行

主　催：（一財）熊本陸上競技協会・水上村・湯前町・多良木町

主　管：球磨郡陸上競技協会・水上村教育委員会・湯前町教育委員会・多良木町教育委員会

種　目：○５ｋｍの部　中学男子　（09：20）　中学女子・女子フリー（10：00）

　　　　○ハーフマラソンの部　一般男子・女子（10：45）○１０ｋｍの部　高校男子（11：00）
  皆様へご協力のお願い（交通規制などのご案内）

　大会当日は、１０：５０～１２：００頃まで国道２１９号（多良木町～湯前町）を全面通行止めとするなど、

交通規制を行います。沿線以外の通行可能な道路でも大幅な交通渋滞や混雑が予想されます。

　沿道にお住まいの皆様をはじめ、各店舗、営業所などの関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、奥球磨ロードレース大会の開催に、皆様方の温かいご理解とご協力をお願い申し上げます。

  ご不明な点は事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

奥球磨ロードレース大会実行委員会事務局　多良木町教育委員会 教育振興課　TEL：0966-42-1267

平成 29 年 1 月 15 日（日）

第 5 回公認奥球磨ロードレース大会開催のため、以下の時間に全面通行止めの交通規制がかかります。

09:10-12:00頃　国道388号線　スタート・フィニッシュ時間全面通行止（水上村役場～岩野小学校交差点）
10:50-11:30 頃 県道 43 号線　 全面通行止め（湯前町役場～国道 219 号）
10:50-12:00 頃 国道 219 号線　全面通行止め（多良木町　駅前交差点～湯前町　時の公園前交差点）
※コースに接する道路にも交通規制がかかる場合があります。
※当日は、安全確保のため、予告なしに交通規制の時間や規制のかかる路線の変更がある場合があります。
※産交バスは通常どおり運行予定ですが、湯前駅周辺混雑のため、１０分ほど遅れる場合がございます。
　ご了承いただきますようお願い申し上げます。

開催日 平成２８年１月１７日（日）

大会の概要

名称・期日：第４回公認奥球磨ロードレース大会・平成２８年１月１７日（日）雨天決行

主 催：（一財）熊本陸上競技協会・水上村・湯前町・多良木町

主 管：球磨郡陸上競技協会・水上村教育委員会・湯前町教育委員会・多良木町教育委員会

種 目：○５ｋｍの部 中学男子 （09：20） 女子フリー（10：00） 

○ハーフマラソンの部 一般男子・女子（10：45）○１０ｋｍの部 高校男子（11：00） 

皆様へご協力のお願い（交通規制などのご案内）

大会当日は、１０：５０～１２：００頃まで国道２１９号（多良木町～湯前町）を全面通行止めとするな

ど、交通規制を行います。沿線以外の通行可能な道路でも大幅な交通渋滞や混雑が予想されます。

沿道にお住まいの皆様をはじめ、各店舗、営業所などの関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしま

すが、奥球磨ロードレース大会の開催に、皆様方の温かいご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成 年 月 日（日）

第４回公認奥球磨ロードレース大会開催のため、以下の時間に全面通行止めの交通規制がかかります。

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頃 国道 号線 スタート・フィニッシュ時間全面通行止（水上村役場～岩野小学校交差点）

頃 県道 号線 全面通行止め（湯前町役場～国道 号）

頃 国道 号線 全面通行止め（多良木町 駅前交差点～湯前町 時の公園前交差点）

※コースに接する道路にも交通規制がかかる場合があります。

※当日は、安全確保のため、予告なしに交通規制の時間や規制のかかる路線の変更がある場合があります。

※産交バスは通常どおり運行予定ですが、湯前駅周辺混雑のため、１０分ほど遅れる場合がございます。

ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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高病原性鳥インフルエンザについて（鳥を飼っている皆様へ）
　高病原性鳥インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスの中で特に病気を起こす力が強い

種類のウイルスによって起こる病気です。高い致死性と強い伝播性から、鶏肉・鶏卵の安定的

な生産と供給を脅かし、養鶏産業全体に甚大な影響を及ぼします。

　現在も世界各国や国内で発生しており、鶏の他にも色々な種類の鳥に感染するため、鳥を飼っ

ている方は注意してください。

　ウイルスに感染した鶏は元気がなくなったり、餌を食べなくなったり、羽毛が逆立ったりし
て、高率に死亡します。また、呼吸器症状を起こす、下痢になる、肉冠や肉垂が青紫色になる、
顔面がむくむなど様々な症状がみられます。症状もなく突然死亡することもあります。

●渡り鳥などの野鳥に接触させない

　日本に飛来する渡り鳥がウイルスを運んでくる可能性があります。飼養ケージを点検、補修

　して野鳥が侵入できる穴などはふさぐようにしましょう。

●野鳥の糞などにより飼っている鳥の水や餌が汚染されないように気をつける

　エサ箱や水飲み場に、野鳥等を近づけないようにしましょう。また、水や餌は毎日取り替えて、

　常に清潔なものを与えましょう。

●人がウイルスを持ち込まないように気をつける

　飼養舎に入るときに、専用の長靴に履き替えたり、入り口に消毒液の踏み込み槽を設置しま

　しょう。また、鳥インフルエンザが流行している地域に行かれる方は不用意に鳥類に近寄っ

　たり触れたりしないようにしましょう。

●日常の正しい衛生管理を心掛ける

　排泄物は速やかに処理しましょう。鳥を触る前、触った後、排泄物の処理をした後には手を

　洗いましょう。また、鳥の健康状態を毎日よく観察しましょう。

※毎年２月１日現在の飼養状況についての報告が必要です。また、鳥インフルエンザを疑う死

　亡があった場合の対応等、詳細については役場または家畜保健衛生所にお問合せください。

←顔面の浮腫性腫脹 ( むくみ )

突然死した鶏→

多良木町役場　農林課

TEL　０９６６－４２－１２５２

城南家畜保健衛生所

TEL　０９６６－２２－３８１４

症状について

感染を予防するために
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InformationInformation
▼
訓
練
科

　
パ
ソ
コ
ン
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
科
（
仕
事

を
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
と
し
た
訓
練
）

▼
対
象
者

　
身
体
障
が
い
の
う
ち
上
肢
障
害
・
下

肢
障
が
い
・
内
部
障
が
い
、
精
神
障
が
い
、

難
病

▼
定
　
員
　
５
名

▼
内
　
容

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、
自
宅

で
パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
か
ら
応
用
、
実
践

（
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
）
を
学
び
ま
す
。

ま
た
、
月
に
一
度
熊
本
県
立
高
等
技
術

専
門
校
で
の
訓
練
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
期
限

平
成
29
年
１
月
31(

火)

ま
で

▼
訓
練
期
間

　
平
成
29
年
３
月
７
日(

火)

か
ら

　
５
月
30
日(

火)

ま
で
（
３
ヶ
月
）

▼
訓
練
日
　
火
曜
日
、
木
曜
日

▼
経
　
費

　
テ
キ
ス
ト
代
　
５
４
０
０
円(

税
抜)

　
程
度

▼
問
合
せ
先

　
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校

　
電
話  

０
９
６
‐
３
７
８
‐
０
１
２
１

障
が
い
の
あ
る
方
対
象
の

職
業
訓
練
生
募
集
に
つ
い
て

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
書
等
に
は

個
人
番
号
の
記
載
が
必
要
で
す

平
成
28
年
度
調
理
師
業
務

従
事
者
届
の
提
出
に
つ
い
て

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
伴
い
、
平
成

28
年
分
の
確
定
申
告
書
等
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）
を
記
載
し
た
確
定
申
告
書
等

を
税
務
署
へ
提
出
す
る
際
に
は
、
申
告

さ
れ
る
ご
本
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
本
人
確
認
時
に
使
用
す
る
書
類
例

例
１
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
の
表
面
及
び
裏
面
の
写

し
【
番
号
確
認
及
び
身
元
確
認
書
類
】

例
２
：
通
知
カ
ー
ド
の
写
し
【
番
号
確

認
書
類
】
＋
運
転
免
許
証
ま
た
は
公
的

医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
の
写
し
【
身

元
確
認
書
類
】
な
ど

詳
し
く
は
熊
本
国
税
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（w

w
w.nta.go.jp/kum

am
oto

又
は 

熊
本
国
税
局   

検
索 

）
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　
人
吉
税
務
署

  

電
話
　
０
９
６
６
‐
２
３
‐
２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内

　
就
業
し
て
い
る
調
理
師
は
、
法
に
基

づ
き
２
年
ご
と
に
就
業
地
等
に
関
す
る

届
出
が
必
要
で
す
。

▼
対
　
象

　
平
成
28
年
12
月
31
日
現
在
、
調
理
師

免
許
を
有
し
県
内
で
調
理
業
務
に
従
事

し
て
い
る
方

▼
届
出
用
紙
の
設
置
場
所

　
県
庁
健
康
づ
く
り
推
進
課
、
熊
本
県

の
保
健
所
、
熊
本
市
の
保
健
所
お
よ
び

各
区
役
所
、
山
鹿
市
役
所

▼
提
出
期
限

　
平
成
29
年
１
月
16
日(

月)

▼
提
出
先

　
就
業
地
を
所
管
す
る
保
健
所(

山
鹿

保
健
所
を
除
く)

、
就
業
地
が
熊
本
市
の

方
は
熊
本
市
保
健
所
、
就
業
地
が
山
鹿

市
の
方
は
山
鹿
市
役
所

リサイクル収集日の変更について

来年１月からリサイクルの収集日が下記のとおり変更
となります。

収集場所
平成 28 年
12 月まで

平成 29 年
1 月から

武道館下駐車場
久米公民館

第１日曜日
第１土曜日

（１/ ７より実施）

赤坂集落センター
里の城公園駐車場

黒肥地公民館
第３日曜日

第３土曜日
（１/21 より実施）

※槻木地区は従来どおり（６月、９月、12月、３月の
　第３金曜日）
※収集用の網とコンテナの返却は従来どおり月曜日の
　午後３時以降です。
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Information

危
険
物
取
扱
者
試
験
案
内

▼
日
　
時
　
１
月
28
日(

土)

　
午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

▼
会
　
場

　
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
パ
レ
ア

▼
申
込
・
問
合
せ
先

　
熊
本
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

　
電
話
　
０
９
６
‐
３
５
５
‐
４
３
１
７

平
成
28
年
度
第
３
回
危
険
物
取
扱
者
試

験
が
次
の
日
程
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
試
験
の
種
類

　
甲
種
、
乙
種
第
１
類
～
第
６
類
、
丙

　
種

▼
試
験
日
　
２
月
12
日
（
日
）

▼
願
書
受
付
期
間

　
書
面
申
請
　
１
月
６
日(

金)

か
ら

１
月
13
日(

金)
ま
で

　
電
子
申
請
　
１
月
３
日(
火)

か
ら

　
　
　
　
　
　
１
月
10
日(
火)
ま
で

▼
試
験
地
　
熊
本
市

▼
願
書
等
の
設
置
場
所

　
受
付
願
書
等
は
、(

一
財)

消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
熊
本
支
部
、
熊
本
市
消

防
局
、
熊
本
県
下
消
防
本
部
お
よ
び
熊

本
県
総
務
部
市
町
村
・
税
務
局
消
防
保

安
課
に
配
置
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　(

一
財)

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
熊

本
県
支
部

電
話
　
０
９
６
‐
３
６
４
‐
５
０
０
５

　
肥
後
ち
ょ
ん
か
け
ご
ま
体
験
や
化
石

レ
プ
リ
カ
作
り
な
ど
、
子
供
た
ち
が
体

験
し
た
り
、
も
の
づ
く
り
を
し
た
り
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
ま
た
、
ジ
ャ
パ

ネ
ッ
ト
創
業
者
の
髙
田
明
さ
ん
に
よ
る

講
演
が
あ
り
ま
す
。

放
送
大
学
４
月
生
募
集
の

お
知
ら
せ

　
放
送
大
学
で
は
平
成
29
年
度
第
１
期

（
４
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集
中
で
す
。

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学
ぶ
通
信
制
の

大
学
で
す
。
心
理
・
教
育
・
福
祉
・
経

済
・
歴
史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
科
学

な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。
働

き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た
い
、

学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
様
々
な
目

的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業
の
方
が
学
ん

で
い
ま
す
。
出
願
期
間
は
、
第
１
回
が

２
月
28
日
ま
で
、
第
２
回
が
３
月
20
日

ま
で
。
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
熊
本
学
習

セ
ン
タ
ー

（
☎
０
９
６
‐
３
４
１
‐
０
８
６
０
）

ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

わ
く
わ
く
！
パ
レ
ア
フ
ェ

ス
タ
に
つ
い
て

人のうごき（12 月１日時点）

人口：９，９８２人

男性：４，６７８人 女性：５，３０４人

出生：　３人 死亡：１４人

転入：１６人 転出：１５人

世帯数：３，８２４世帯

12 月の納税
固定資産税　　　　　３期
国民健康保険税　　　８期

の納入月です

町から出たゴミの量 可燃ごみ 不燃ごみ

平成 28 年 11 月分    134,560kg     8,430kg

平成 28 年度累計

（Ｈ 28. ４月〜Ｈ 28.11）（Ａ）
1,164,760kg   64,030kg

前年度の 11 月までの累計

（Ｂ）
1,143,930kg   65,230kg

（Ａ）−（Ｂ）      20,830kg △ 1,200kg

町長交際費の支出状況（Ｈ28.11.1〜11.30）

№ 件名 金額 支払先

１ 研修先御礼用焼酎代 27,216 円 田村酒店

2
東京熊本県人会総会時

特産品提供
  6,588 円 川辺製菓本舗

3
多良木町民チャリティ

ゴルフ大会時賞品代
  5,000 円 スポーツショップ

前田

平成 28年　交通事故発生状況
（　）内は対前年比【11 月末現在】

件数
熊本県内 5,490 (-490)
多良木署管内 28 (-2)
多良木町内 7 (-5)

死者数
熊本県内 60 (-11)
多良木署管内 0 ( ± 0)
多良木町内 0 ( ± 0)

傷者数
熊本県内 7,102 (-612)
多良木署管内 36 (-11)
多良木町内 9 (-11)
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町内リサイクル
・赤坂・里の城
・黒肥地公民館

町内リサイクル
・久米公民館
・武道館　　

火

8
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15

22

9
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16

23

10

4

17

24

11

5

18

25

12

6

19

26

13

21

27

71

14

20

28

日 月 水 木 金 土

図書館休館日

図書館休館日

図書館休館日
役場閉庁日

図書館休館日 図書館休館日

図書館休館日

成人式

期　日 休日在宅医 電　話 休日当番医薬局

12 月 29 日  
㈭

【終日診療】（多良木町）仁田畑クリニック、犬童耳鼻咽喉科 ,
（湯前町）そのだ医院　　（水上村）古城クリニック
（あさぎり町）増田耳鼻咽喉科クリニック、東病院、こんどう整形
外科　　（錦町）深水内科医院、酒瀬川内科、小川整形外科医院

（相良村）権頭医院、緒方医院
（小児科）たかはし小児科内科医院（人吉市）
【午前中のみ診療】（多良木町）渡辺医院、宮原医院、上球磨クリニッ
ク　　（あさぎり町）岩井クリニック、犬童内科胃腸科医院

（錦町）ほづみ皮膚科医院

【終日】（多良木町）清風薬局多良木店、清風えびす薬局、
ひご薬局多良木店、きりん薬局原田店、山口薬局ピーチ
店　　（湯前町）犬童薬局、清風薬局サンロード湯前店
　　（水上村）クスノキ薬局桜の里店　　（あさぎり町）
清風薬局免田店、岡原けんこう堂薬局、きりん薬局岡原
店　　（錦町）つばめ薬局　　（相良村）くま薬局
【午前中】
（多良木町）たらぎ調剤薬局　　
（あさぎり町）おかざき薬局、くるみ薬局
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12 月 30 日  
㈮

【終日診療】（水上村）古城クリニック　　（あさぎり町）増田耳鼻
咽喉科クリニック、東病院　　（錦町）深水内科医院、小川整形外
科医院　　（相良村）権頭医院、緒方医院　　

（小児科）やまむら医院（あさぎり町）
【午前中のみ診療】
（多良木町）宮原医院、犬童耳鼻咽喉科、仁田畑クリニック
（湯前町）そのだ医院　　（あさぎり町）こんどう整形外科
（錦町）酒瀬川内科

【終日】
（水上村）クスノキ薬局桜の里店　　（あさぎり町）清風
薬局免田店、岡原けんこう堂薬局、きりん薬局岡原店、
エスエス堂きりん本町薬局
【午前中】
（多良木町）ひご薬局多良木店、きりん薬局原田店、山
口薬局ピーチ店　　（湯前町）犬童薬局　　

（錦町）つばめ薬局
12 月 31 日  

㈯
東病院（あさぎり町） 45-5711 岡原けんこう堂薬局（45-6023）

きりん薬局岡原店（45-1280）人吉医療センター小児科 22-3570

1 月 1 日
㈰

古城クリニック（水上村） 44-0321
クスノキ薬局桜の里店（47-8123）田中医院（錦町） 38-0061

増田クリニック小児科（人吉市） 22-3570

1 月 2 日
㈪

そのだ医院（湯前町） 43-2063
犬童薬局（43-3903）
くま薬局（35-1300）

深水内科医院（錦町） 38-3221
緒方医院（相良村） 35-0131
堤病院付属九日町診療所小児科（人吉市） 22-2251

1 月 3 日
㈫

宮原医院（多良木町） 42-2082 山口薬局ピーチ店（42-7712）つばめ薬局（25-2500）
多良木いちご薬局（42-6888）
山口薬局（42-2123）

酒瀬川内科（錦町） 38-0050
公立多良木病院小児科（多良木町） 42-2560

  8 日  ㈰
渡辺医院（多良木町） 42-2541
小川整形外科医院（錦町） 38-3455
たかはし小児科内科医院（人吉市） 24-2222

  9 日  ㈪
横山医院（多良木町） 42-2132
ほづみ皮膚科医院（錦町） 26-5300
人吉医療センター小児科（人吉市） 22-2191

15 日  ㈰
仁田畑クリニック（多良木町） 42-1123

ひご薬局多良木店（49-1011）
百太郎薬局（28-8123）脳神経外科小林クリニック（錦町） 38-5670

増田クリニック小児科（人吉市） 22-3570

22 日  ㈰
増田耳鼻咽喉科クリニック（あさぎり町） 45-8001

くま薬局（35-1300）
エスエス堂きりん本町薬局（45-6330）緒方医院（相良村） 35-0131

やまむら医院（あさぎり町） 45-0005

29 日  ㈰
東病院（あさぎり町） 45-5711 岡原けんこう堂薬局（45-6023）

きりん薬局岡原店（45-1280）
くるみ薬局（49-9630）

たかの眼科（あさぎり町） 47-2550
たかはし小児科内科医院（人吉市） 24-2222

29 30 31

図書館休館日

のくらしカレンダー１月
毎月１日、２０日は家畜防疫の日 保…保健センター

■診療時間は、午前９時から午後５時までです。 
■当番医の変更などがありますので、受診時は医療機関へご確認ください。

球磨郡歯科医師会年末年始休日診療
【期　日】　平成 29 年１月２日（月）　午前 10 時から午後４時まで
【当番医】　太田歯科クリニック（42-1122）

６カ月児健診
１歳２ヵ月児育児相談
３ヵ月児健診
あすなろ会

母子手帳交付

母子手帳交付

母子手帳交付

３歳児育児相談

母子手帳交付
育児相談

４歳児健診 男性料理教室

あすなろ会図書館休館日

元旦 振替休日

成人の日

新春　七つの蔵の
利き酒と味祭り

休日在宅医・当番薬局

保 

保 

保 

保 

保 

保 

保 

保 保 

１歳児歯科検診
１歳６ヵ月児健診

清
風
薬
局
サ
ン
ロ
ー
ド
免
田
店
（
４
９
―
９
６
０
０
）

山
口
薬
局
（
４
２
―
２
１
２
３
）



　

い
き
い
き
サ
ロ
ン
や
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
す
っ

か
り
お
な
じ
み
の
ガ
ン
バ

ル
ー
ン
体
操
。
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
や
指
導
員
の
資
格
を

持
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ

ん
は
、
い
き
い
き
サ
ロ
ン
会

場
な
ど
で
普
及
活
動
を
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
は
新
た
に

15
人
が
指
導
員
養
成
講
座
を

受
講
さ
れ
ま
し
た
。
講
習
会

終
了
後
、
老
人
ク
ラ
ブ
会
員

や
ガ
ン
バ
ル
ー
ン
体
操
を
取

り
入
れ
て
い
る
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
の
利
用
者
の
皆
さ

ん
に
も
参
加
い
た
だ
き
、
ガ

ン
バ
ル
ー
ン
ゲ
ー
ム
体
験
会

を
実
施
し
ま
し
た
。
ボ
ー

ル
を
使
っ
て
、
カ
ゴ
入
れ
・

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
倒
し
・
ビ
ン

ゴ
ゲ
ー
ム
な
ど
チ
ー
ム
対
抗

で
行
い
ま
し
た
が
、
笑
い
声

が
絶
え
な
い
楽
し
い
ゲ
ー
ム

体
験
会
で
し
た
。

社協だより
　
　
　  

編
集
・
発
行
／
〒
８
６
８
ー
０
５
９
５
　  

熊
本
県
球
磨
郡
多
良
木
町
１
６
４
８
　
多
良
木
町
役
場
企
画
観
光
課
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
６
６
（
４
２
）
１
２
５
７
　   

発
行
日
／
平
成
28
年
12
月
８
日
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上球磨電気工事業協同組合青年部による電気設備無料点検

　

次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
の
た
め
に

と
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ

ま
の
温
か
い
善
意
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
故
人
の
ご
冥
福
を
心
か

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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エ
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長
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幸
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ヤ
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善
意
の
灯 

　社会福祉協議会のホームページを開設しました。

「たとえ小さな一歩でも、昨日より確実に前へと進んで

いること」が、わたしたち《社会福祉法人多良木町社

会福祉協議会》のモットーです。皆さまのお役に立て

るようタイムリーな情報発信を心がけてまいりますの

でよろしくお願いいたします。

　スマートフォンでの閲覧にも対応しています。

ホームページを開設しました

　上球磨電気工事業協同組合青年部（愛瀬仁部長）による電気設備の無料点検が、今年は黒肥地地区の独居世帯（37

世帯）を対象に実施されました。

　漏電などのチェックや電気器具の点検、電球・不良コード・コンセントの無料交換に加え九州電力の職員さんによ

る照明器具の掃除も行われ「点検してもらって安心しました」「高いところの照明器具もきれいにしていただき助か

りました」と大変喜ばれました。

　担当地区の民生委員さんには対象世帯の意向調査や当日の同行訪問にご協力いただきありがとうございました。

ガ
ン
バ
ル
ー
ン
体
操
指
導
員
養
成

講
習
会
＆
ゲ
ー
ム
体
験
会


