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「馬場楠井手の鼻ぐり」
現在でも多くの田畑に水を供給する

オオルリシジミと
その餌となるクララ

熊
本
の
地
下
水

　
古
来
よ
り
火
の
国
と
呼
ば
れ
て
き
た
熊
本

で
す
が
、
近
年
で
は
水
の
都
と
い
う
面
で
全

国
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
熊
本
市
を
中
心
と
し
て
そ
の
近
隣
11
市
町

村
で
構
成
さ
れ
、
約
1
0
0
万
人
の
人
口
を

抱
え
る
熊
本
地
域
は
膨
大
な
量
の
地
下
水
を

包
含
す
る
地
層
の
上
に
あ
り
、
そ
の
生
活
用

水
の
ほ
ぼ
全
て
を
地
下
水
で
賄
っ
て
い
る
他

の
地
域
で
は
類
を
見
な
い
、
日
本
最
大
の
地

下
水
都
市
で
す
。「
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」と
い
う
言
葉
は
熊
本
の
水

道
水
の
尊
称
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で

す
が
、
そ
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
を
説
明
し
て
い
き

ま
す
。

　
阿
蘇
は
年
間
の
降
水
量
が
ほ
と
ん
ど
の
年

で
３
千
㎜
を
超
え
る
、
全
国
的
に
見
て
も
降

水
量
が
多
い
地
域
で
す（
熊
本
地
域
は
年
平

均
降
水
量
２
千
㎜
）。
そ
の
阿
蘇
か
ら
の
雨

水
が
白
川
を
通
し
て
流
れ
込
む
大
津
町
、
菊

陽
町
な
ど
の
白
川
中
流
域
と
呼
ば
れ
る
地
域

は
、
阿
蘇
山
の
古
来
か
ら
の
火
山
活
動
に
よ

り
、
地
中
に
地
下
水
を
含
み
易
い
環
境
で
あ

る
阿
蘇
火
砕
流
堆
積
物
で
で
き
た
粘
土
層
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
豊
富
な
雨
水
を
効
率

良
く
地
下
水
と
し
て
溜
め
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条
件
が

重
な
っ
た
こ
と
か
ら
現
在
の「
水
の
都
熊
本
」

が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　
我
々
、
熊
本
県
民
か
ら「
せ
い
し
ょ
こ
さ

ん
」と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
、
肥
後
熊

本
藩
の
藩
祖
で
あ
る
加
藤
清
正（
１
５
６
２

〜
１
６
１
１
）は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
で
の

朝
鮮
出
兵
の
逸
話
な
ど
か
ら
勇
将
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
人
物
で
す
が
、
日
本
三
大

名
城
で
あ
る
熊
本
城
の
築
城
や
河
川
工
事
に

よ
る
熊
本
城
下
町
の
整
備
な
ど
の
功
績
か
ら

土
木
治
水
の
神
様
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
清
正
公
は
、
上
記
で
述
べ
た
白
川
中
流
域

の
特
性
を
当
時
か
ら
理
解
し
て
い
た
と
さ
れ
、

白
川
の
洪
水
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
治

水
工
事
に
お
い
て
、
同
時
に
白
川
の
流
れ
を

変
え
る
こ
と
や
田
畑
に
水
を
送
水
す
る
施
設

を
構
築
す
る
な
ど
で
白
川
中
流
域
に
大
規
模

水
の
都
熊
本

水
の
父「
加
藤
清
正
」

水
田
と
地
下
水
の
関
係

阿
蘇
の
草
原
の
役
割

全
国
に
誇
れ
る
阿
蘇
地
域

な
穀
倉
地
帯
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
を
作
り

ま
し
た
。
清
正
公
の
治
水
の
功
績
と
そ
の
知

恵
は
、
近
い
場
所
で
は
菊
陽
町
曲
手
の
鼻
ぐ

り
井
手
公
園
に
残
る「
馬
場
楠
井
手
の
鼻
ぐ

り
」に
見
ら
れ
ま
す
。

　
清
正
公
の
功
績
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
白

川
中
流
域
の
穀
倉
地
帯
は
、
現
在
で
は
水
田

な
ど
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の

水
田
は
、
水
を
よ
く
地
下
に
浸
透
し（
通
常

の
水
田
の
５
〜
10
倍
）、
雨
水
や
河
川
か
ら

引
い
た
水
を
効
率
よ
く
涵
養（
水
を
地
下
に

浸
透
さ
せ
、
地
下
水
と
し
て
養
う
こ
と
）す

る
こ
と
が
で
き
る「
ザ
ル
田
」と
呼
ば
れ
る

特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
た
熊
本

市
の
近
年
の
発
展
に
よ
り
そ
の
近
隣
の
大
津

町
、
菊
陽
町
な
ど
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て

人
口
が
急
激
に
増
加
し
て
お
り
、
市
街
地
と

し
て
の
開
発
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
開

発
と
と
も
に
農
家
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足

に
よ
る
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
で
水
田
の

面
積
は
だ
ん
だ
ん
と
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ

に
伴
い
熊
本
地
域
の
地
下
水
涵
養
能
力
は
減

少
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
江
津
湖
な
ど
熊
本
地
域
の
多
く
の

採
取
地
点
で
は
、
地
下
水
湧
水
量
が
年
々
減

少
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
在
で
は
南
阿
蘇
村
を
は
じ
め
と
し
た

自
治
体
や
各
種
団
体
に
お
い
て
、
水
田
へ
の

冬
季
湛
水（
田
へ
の
冬
場
の
水
溜
め
）の
推

奨
な
ど
、
地
下
水
を
育
む
元
と
な
る
機
能
の

保
全
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
下
水
を
溜
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
の
が
水
田
と
森
林
、
そ
し

て
草
原
と
な
り
ま
す
。
涵
養
能
力
が
最
も
高

い
も
の
は
水
田
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
に
年
々
大
き
く
減
少
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
森
林
と
同
様
に
、
阿
蘇
の
草
原

が
熊
本
地
域
に
美
味
し
い
地
下
水
を
供
給
す

る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　
阿
蘇
の
草
原
を
維
持
す
る
た
め
に
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
野
焼
き
は
、
そ
の
目
的
は
違
え

ど
も
千
年
以
上
も
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た

と
い
う
研
究
結
果
も
あ
る
ほ
ど
長
く
続
け
ら

れ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
維
持
さ

れ
続
け
て
き
た
草
原
は
、
積
極
的
に
人
が
手

を
加
え
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
続
け
て
き
た
と

い
う
点
か
ら
世
界
で
も
あ
ま
り
類
を
見
な
い

自
然
景
観
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
そ
の
、
人
の
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
生
み
出
さ
れ
た
草
原
は
、
牛
の
放
牧
・
採

草
の
場
と
な
る
こ
と
や
重
要
な
観
光
資
源
に

な
る
な
ど
と
い
っ
た
実
益
的
な
面
の
他
に
も
、

地
下
水
の
涵
養
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
の

確
保
、
草
原
に
し
か
生
息
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
オ
オ
ル
リ
シ
ジ
ミ
を
は
じ
め
と
し
た
希

少
な
動
植
物
な
ど
の
生
育
環
境
を
維
持
す
る

特集
水の生まれる郷みなみあそ

こ
と
に
よ
る
生
物
多
様
性
の
保
全
、
現
代
で

は
希
少
と
な
っ
た
か
や
ぶ
き
屋
根
の
材
料
と

な
る
カ
ヤ
の
供
給
に
よ
る
伝
統
文
化
の
保
護

な
ど
、
書
き
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
公
益
的

な
面
も
有
し
て
い
ま
す
。

　
阿
蘇
の
草
原
の
草
は
牛
の
飼
料
と
な
り
ま

す
。
そ
の
牛
か
ら
出
る
糞
は
た
い
肥
と
な
り
、

米
の
生
育
に
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
草
原
の

湛
水
効
果
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
地
下
水
は

水
田
を
満
た
す
水
と
な
り
、
米
を
得
る
過
程

で
生
ま
れ
る
稲
わ
ら
は
寝
床
な
ど
と
し
て
牛

の
飼
育
に
役
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
牛
は
草
原

景
観
と
と
も
に
観
光
資
源
と
な
り
来
た
人
々

を
癒
し
て
く
れ
る
阿
蘇
の
景
観
の
一
部
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
阿
蘇
の
草
原
は
人
の
手
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
高
度
な
循
環
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
れ
が
長
年
続
け
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
熊
本
地
域
の

地
下
水
の
供
給
源
と
し
て
人
々
の
暮
ら
し
に

多
大
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

　
文
明
の
発
展
と
自
然
と
の
共
存
は
我
々
人

類
に
と
っ
て
大
変
難
し
い
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
南
阿
蘇
村
を
は
じ
め
と
す
る
阿
蘇

地
域
は
人
と
自
然
が
良
い
関
係
で
共
存
し
て

い
る
こ
と
か
ら
自
然
と
の
共
存
と
い
う
点
で
、

世
界
に
誇
れ
る
先
進
地
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

引
用
：
高
橋
佳
孝
、
阿
蘇
の
草
原
の
物
質
循
環
と
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
価
値
、
高
橋（
2
0
1
4
）、
p
．60

MINAMIASO 2020.122020.12 MINAMIASO



加藤清正公肖像画
（京都府勧持院所蔵の複製画）

「馬場楠井手の鼻ぐり」
現在でも多くの田畑に水を供給する

オオルリシジミと
その餌となるクララ

熊
本
の
地
下
水

　
古
来
よ
り
火
の
国
と
呼
ば
れ
て
き
た
熊
本

で
す
が
、
近
年
で
は
水
の
都
と
い
う
面
で
全

国
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
熊
本
市
を
中
心
と
し
て
そ
の
近
隣
11
市
町

村
で
構
成
さ
れ
、
約
1
0
0
万
人
の
人
口
を

抱
え
る
熊
本
地
域
は
膨
大
な
量
の
地
下
水
を

包
含
す
る
地
層
の
上
に
あ
り
、
そ
の
生
活
用

水
の
ほ
ぼ
全
て
を
地
下
水
で
賄
っ
て
い
る
他

の
地
域
で
は
類
を
見
な
い
、
日
本
最
大
の
地

下
水
都
市
で
す
。「
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」と
い
う
言
葉
は
熊
本
の
水

道
水
の
尊
称
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で

す
が
、
そ
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
を
説
明
し
て
い
き

ま
す
。

　
阿
蘇
は
年
間
の
降
水
量
が
ほ
と
ん
ど
の
年

で
３
千
㎜
を
超
え
る
、
全
国
的
に
見
て
も
降

水
量
が
多
い
地
域
で
す（
熊
本
地
域
は
年
平

均
降
水
量
２
千
㎜
）。
そ
の
阿
蘇
か
ら
の
雨

水
が
白
川
を
通
し
て
流
れ
込
む
大
津
町
、
菊

陽
町
な
ど
の
白
川
中
流
域
と
呼
ば
れ
る
地
域

は
、
阿
蘇
山
の
古
来
か
ら
の
火
山
活
動
に
よ

り
、
地
中
に
地
下
水
を
含
み
易
い
環
境
で
あ

る
阿
蘇
火
砕
流
堆
積
物
で
で
き
た
粘
土
層
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
豊
富
な
雨
水
を
効
率

良
く
地
下
水
と
し
て
溜
め
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条
件
が

重
な
っ
た
こ
と
か
ら
現
在
の「
水
の
都
熊
本
」

が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　
我
々
、
熊
本
県
民
か
ら「
せ
い
し
ょ
こ
さ

ん
」と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
、
肥
後
熊

本
藩
の
藩
祖
で
あ
る
加
藤
清
正（
１
５
６
２

〜
１
６
１
１
）は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
で
の

朝
鮮
出
兵
の
逸
話
な
ど
か
ら
勇
将
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
人
物
で
す
が
、
日
本
三
大

名
城
で
あ
る
熊
本
城
の
築
城
や
河
川
工
事
に

よ
る
熊
本
城
下
町
の
整
備
な
ど
の
功
績
か
ら

土
木
治
水
の
神
様
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
清
正
公
は
、
上
記
で
述
べ
た
白
川
中
流
域

の
特
性
を
当
時
か
ら
理
解
し
て
い
た
と
さ
れ
、

白
川
の
洪
水
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
治

水
工
事
に
お
い
て
、
同
時
に
白
川
の
流
れ
を

変
え
る
こ
と
や
田
畑
に
水
を
送
水
す
る
施
設

を
構
築
す
る
な
ど
で
白
川
中
流
域
に
大
規
模

水
の
都
熊
本

水
の
父「
加
藤
清
正
」

水
田
と
地
下
水
の
関
係

阿
蘇
の
草
原
の
役
割

全
国
に
誇
れ
る
阿
蘇
地
域

な
穀
倉
地
帯
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
を
作
り

ま
し
た
。
清
正
公
の
治
水
の
功
績
と
そ
の
知

恵
は
、
近
い
場
所
で
は
菊
陽
町
曲
手
の
鼻
ぐ

り
井
手
公
園
に
残
る「
馬
場
楠
井
手
の
鼻
ぐ

り
」に
見
ら
れ
ま
す
。

　
清
正
公
の
功
績
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
白

川
中
流
域
の
穀
倉
地
帯
は
、
現
在
で
は
水
田

な
ど
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の

水
田
は
、
水
を
よ
く
地
下
に
浸
透
し（
通
常

の
水
田
の
５
〜
10
倍
）、
雨
水
や
河
川
か
ら

引
い
た
水
を
効
率
よ
く
涵
養（
水
を
地
下
に

浸
透
さ
せ
、
地
下
水
と
し
て
養
う
こ
と
）す

る
こ
と
が
で
き
る「
ザ
ル
田
」と
呼
ば
れ
る

特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
た
熊
本

市
の
近
年
の
発
展
に
よ
り
そ
の
近
隣
の
大
津

町
、
菊
陽
町
な
ど
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て

人
口
が
急
激
に
増
加
し
て
お
り
、
市
街
地
と

し
て
の
開
発
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
開

発
と
と
も
に
農
家
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足

に
よ
る
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
で
水
田
の

面
積
は
だ
ん
だ
ん
と
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ

に
伴
い
熊
本
地
域
の
地
下
水
涵
養
能
力
は
減

少
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
江
津
湖
な
ど
熊
本
地
域
の
多
く
の

採
取
地
点
で
は
、
地
下
水
湧
水
量
が
年
々
減

少
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
在
で
は
南
阿
蘇
村
を
は
じ
め
と
し
た

自
治
体
や
各
種
団
体
に
お
い
て
、
水
田
へ
の

冬
季
湛
水（
田
へ
の
冬
場
の
水
溜
め
）の
推

奨
な
ど
、
地
下
水
を
育
む
元
と
な
る
機
能
の

保
全
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
下
水
を
溜
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
の
が
水
田
と
森
林
、
そ
し

て
草
原
と
な
り
ま
す
。
涵
養
能
力
が
最
も
高

い
も
の
は
水
田
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
に
年
々
大
き
く
減
少
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
森
林
と
同
様
に
、
阿
蘇
の
草
原

が
熊
本
地
域
に
美
味
し
い
地
下
水
を
供
給
す

る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　
阿
蘇
の
草
原
を
維
持
す
る
た
め
に
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
野
焼
き
は
、
そ
の
目
的
は
違
え

ど
も
千
年
以
上
も
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た

と
い
う
研
究
結
果
も
あ
る
ほ
ど
長
く
続
け
ら

れ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
維
持
さ

れ
続
け
て
き
た
草
原
は
、
積
極
的
に
人
が
手

を
加
え
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
続
け
て
き
た
と

い
う
点
か
ら
世
界
で
も
あ
ま
り
類
を
見
な
い

自
然
景
観
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
そ
の
、
人
の
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
生
み
出
さ
れ
た
草
原
は
、
牛
の
放
牧
・
採

草
の
場
と
な
る
こ
と
や
重
要
な
観
光
資
源
に

な
る
な
ど
と
い
っ
た
実
益
的
な
面
の
他
に
も
、

地
下
水
の
涵
養
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
の

確
保
、
草
原
に
し
か
生
息
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
オ
オ
ル
リ
シ
ジ
ミ
を
は
じ
め
と
し
た
希

少
な
動
植
物
な
ど
の
生
育
環
境
を
維
持
す
る

特集
水の生まれる郷みなみあそ

こ
と
に
よ
る
生
物
多
様
性
の
保
全
、
現
代
で

は
希
少
と
な
っ
た
か
や
ぶ
き
屋
根
の
材
料
と

な
る
カ
ヤ
の
供
給
に
よ
る
伝
統
文
化
の
保
護

な
ど
、
書
き
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
公
益
的

な
面
も
有
し
て
い
ま
す
。

　
阿
蘇
の
草
原
の
草
は
牛
の
飼
料
と
な
り
ま

す
。
そ
の
牛
か
ら
出
る
糞
は
た
い
肥
と
な
り
、

米
の
生
育
に
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
草
原
の

湛
水
効
果
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
地
下
水
は

水
田
を
満
た
す
水
と
な
り
、
米
を
得
る
過
程

で
生
ま
れ
る
稲
わ
ら
は
寝
床
な
ど
と
し
て
牛

の
飼
育
に
役
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
牛
は
草
原

景
観
と
と
も
に
観
光
資
源
と
な
り
来
た
人
々

を
癒
し
て
く
れ
る
阿
蘇
の
景
観
の
一
部
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
阿
蘇
の
草
原
は
人
の
手
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
高
度
な
循
環
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
れ
が
長
年
続
け
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
熊
本
地
域
の

地
下
水
の
供
給
源
と
し
て
人
々
の
暮
ら
し
に

多
大
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

　
文
明
の
発
展
と
自
然
と
の
共
存
は
我
々
人

類
に
と
っ
て
大
変
難
し
い
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
南
阿
蘇
村
を
は
じ
め
と
す
る
阿
蘇

地
域
は
人
と
自
然
が
良
い
関
係
で
共
存
し
て

い
る
こ
と
か
ら
自
然
と
の
共
存
と
い
う
点
で
、

世
界
に
誇
れ
る
先
進
地
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

引
用
：
高
橋
佳
孝
、
阿
蘇
の
草
原
の
物
質
循
環
と
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
価
値
、
高
橋（
2
0
1
4
）、
p
．60
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水
道
管
の
凍
結
に
ご
注
意
を
！

　
例
年
、
寒
波
の
影
響
に
よ
る
凍

結
に
よ
り
、
水
道
管
が
破
裂
し
た

と
い
う
事
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
水
道
管
が
凍
る
と
、
し
ば
ら
く
水

が
使
え
な
い
、
ま
た
水
道
管
の
修
繕

費
用
が
か
か
る
な
ど
大
変
で
す
。

こ
の
よ
う
な
と
き
は

水
道
管
凍
結
に
注
意
！

■
最
低
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
4
℃
以

下
に
な
る
と
き

※
た
だ
し
、
日
陰
や
風
当
た
り
の
強

い
所
、
水
道
管
が
露
出
し
て
い

る
所
、
ま
た
水
道
管
が
浅
く
地

中
に
入
っ
て
い
る
所
は
マ
イ
ナ

ス
1
℃
以
下
で
も
凍
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

こ
ま
め
に
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
な
ど
の
天
気
予
報
で
夜

間
の
気
温
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

■
旅
行
な
ど
で
数
日
間
留
守
に
す

る
と
き
。
ま
た
し
ば
ら
く
住
ま

い
か
ら
離
れ
る
と
き

水
道
管
が
凍
結
し
な
い
よ

う
に
す
る
に
は
？

■
屋
外
の
水
道
管
・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ

ク
ス
内
の
保
温
を
す
る
。

•
日
陰
や
風
当
た
り
の
強
い
水
道

管
、
温
水
器
の
水
道
管
は
凍
結

し
や
す
い
の
で
、
保
温
材
や
布

な
ど
で
保
温
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
温
ヒ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。

•
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
は
、

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
な
ど
を
入
れ

て
お
く
と
保
温
材
に
な
り
ま
す
。

※
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
は
土

や
泥
な
ど
取
り
除
き
い
つ
も

き
れ
い
に
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

■
止
水
栓
を
閉
め
、水
抜
き
を
す
る
。

•
水
抜
き
の
方
法（
数
日
間
留
守
を

す
る
場
合
に
有
効
）

①
水
道
メ
ー
タ
ー
手

前
の
バ
ル
ブ
を
閉

め
る
。

②
蛇
口
か
ら
水
ま
た

は
お
湯
を
出
し
切

り
、
水
道
管
を
空

に
す
る
。

■
蛇
口
を
少
し
開
け
て
お
く

•
夜
間
、
蛇
口
を
少
し
開
け
て
お
く

（
水
が
糸
を
引
く
程
度
）こ
と
で

凍
結
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
水
資
源
の
保
護
の
た
め
に
バ

ケ
ツ
な
ど
に
水
を
た
め
て
再

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

も
し
水
道
管
が

凍
結
し
て
し
ま
っ
た
ら
…

　
水
道
管
が
凍
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
、
日
中
気
温
が
上
昇
す
れ
ば
水

は
出
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
急
い
で
水
が
必
要
な
場

合
は
以
下
の
作
業
を
し
て
く
だ
さ
い
。

•
凍
結
箇
所
を
見
つ
け
て
、
タ
オ

ル
な
ど
で
覆
い
、
ゆ
っ
く
り
と

ぬ
る
ま
湯
を
か
け
る

※
直
接
熱
湯
を
か
け
な
い
で
く

だ
さ
い
。
水
道
管
が
破
裂
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
蛇
口
を
む
や
み
に
開

け
な
い
で
く
だ
さ
い
。
蛇
口

の
パ
ッ
キ
ン
が
劣
化
し
て
、

水
漏
れ
の
原
因
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

〈問い合わせ〉環境対策課 水道係　℡（67）3176

止水栓

保温材 (発泡スチロールや布類 )

水道メーター

ご家庭の水道管は、皆さまの大切な財産となりますので、凍結防止のために事前対策をお願いします。

タオル

ぬるま湯

■南部中継基地のごみの受入れ
　12月28日（月） …………………通常通り
　12月29日（火） …………………年末受入日（午前8時30分～午後4時30分）
　12月30日（水） …………………年末受入日（午前8時30分～午前11時30分）
　12月31日（木）～1月3日（日）…休み
　1月4日（月）から…………………通常通り
※必ず、指定のごみ袋を使用し、分別をして持ち込むこと。ごみ出しルールが守られていない場合は、持ち込み
を断ります。

※粗大ごみの戸別収集は、12月18日（金）受付分までを12月24日（木）までに収集いたします。
■南阿蘇霊照苑の火葬業務
　年末年始も通常通り業務をおこないます。
※ただし、令和2年1月1日（金）は受け付けのみとし、火葬業務は休みとなります。

年末年始の各種業務のお知らせ 〈問い合わせ〉 南部中継基地　℡（62）0719
  南阿蘇霊照苑　℡（62）9964

水
の
生
ま
れ
る
郷
み
な
み
あ
そ

　
草
原
は
実
に
多
く
の
役
割
を
持
っ
て
い
ま

す
が
、
熊
本
の
美
味
し
い
水
の
供
給
源
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
村
民
の
皆
さ
ま
の
中
に

も
知
ら
な
い
人
が
多
く
お
ら
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
生
活
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
阿
蘇
の
草
原
景
観
を
こ
れ
か
ら

も
永
遠
に
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
草
原
の

有
益
な
役
割
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
い
そ
の
保
全
に
手
を
貸
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が

大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
と
考
え
ま
す
。

　「
水
の
生
ま
れ
る
郷
み
な
み
あ
そ
」は
水
源

か
ら
の
湧
水
だ
け
で
な
く
、
草
原
か
ら
生
ま

れ
る
地
下
水
と
い
う
形
で
も
熊
本
地
域
の

人
々
の
生
活
を
支
え
る
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
阿
蘇
の
豊
富
な

湧
き
水
は
熊
本
の
他
に
も
、
福
岡
・
大
分
・

宮
崎
を
流
れ
る
１
級
河
川
の
源
流
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
阿
蘇
は「
九
州

の
水
が
め
」と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
生
み
出
さ

れ
る
水
は
九
州
各
県
の
人
々
の
生
活
の
糧
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
我
々
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
も
の
で
す
が
、

世
界
規
模
で
は
安
全
に
飲
め
る
水
と
い
う
も
の

は
ま
さ
に
宝
と
も
言
え
ま
す
。
村
民
の
皆
さ
ま

一
人
ひ
と
り
が
草
原
と
地
下
水
と
の
関
わ
り
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
少
し
で
も
広
め
て
い
た
だ

く
こ
と
が
熊
本
地
域
の
地
下
水
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
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