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シ
ー
リ
ー
ズ
⑩

多
彩
な
風
土
が
、

す
ぐ
れ
も
ん
の
宝
庫
を

生
み
だ
し
た
。

八
代
地
域

一
市
四
町
三
村
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
併
せ
も
つ
八
代
地
方
は
、
高
生

産
性
農
業
と
工
業
の
調
和
の
と
れ
た
発
展
を
図
り
な
が
ら
、
鹿
児
島
、
宮
崎
両
県
に

つ
な
が
る
高
速
交
通
網
や
八
代
港
の
整
備
を
進
め
、
南
九
州
を
視
野
に
入
れ
た
産
業

拠
点
と
し
て
の
発
展
を
目
指
し
ま
す
。

■
火
の
君
一
族
の
里

熊
本
の
代
名
詞
”
火
の
国
“
の
名
の

発
祥
地
、
氷
川
流
域
を
本
拠
地
と
や
る

く
に
の
み
や
つ
こ

有
力
者
が
、
火
の
国
の
国
造
に
任
命
さ

れ
、
火
の
君
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
族
の

墓
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
竜
北
町
に
あ

る
野
津
古
墳
群
。
今
年
七
月
に
は
九
州

は

に

わ

最
大
の
円
筒
埴
輪
が
出
土
し
ま
し
た
。

ま
た
、
か
つ
て
火
ノ
川
と
呼
ば
れ
て
い

た
氷
川
を
代
表
す
る
宮
原
町
の
景
勝
地

た
て
が
み

「
立
神
峡
」
で
は
、
既
に
ロ
グ
ハ
ウ
ス

が
一
般
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
環
境

教
育
の
場
と
し
て
さ
ら
に
周
辺
整
備
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
平
家
落
人
伝
説
の
地

源
平
の
戦
い
に
敗
れ
た
平
清
盛
の
三

ひ

男
清
経
の
曽
孫
ら
が
、
源
氏
の
追
討
を

の
が
れ
移
り
住
ん
だ
五
家
荘
は
、
秋
の

訪
れ
と
と
も
に
燃
え
る
よ
う
な
紅
葉
と
、

水
し
ぶ
き
を
あ
げ
る
滝
、
そ
し
て
吊
りか

な

橋
が
色
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
奏

で
ま
す
。
泉
村
の
物
産
館
「
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
い
ず
み
」
と
資
料
館
「
五
家

荘
平
家
の
里
」
で
は
、
そ
ん
な
五
家
荘

の
す
べ
て
が
わ
か
り
ま
す
。

■
干
拓
地
の
恵
み
・
い
草
と
ト
マ
ト
の
王
国

約
五
百
年
前
か
ら
栽
培
さ
れ
て
き
た

い
草
は
、
八
代
地
方
を
代
表
す
る
特
産

物
。
収
穫
さ
れ
た
い
草
は
「
熊
本
畳
表
」

の
ブ
ラ
ン
ド
で
出
荷
さ
れ
、
全
国
の
生

産
量
の
約
八
〇
％
の
シ
ェ
ア
を
誇
り
ま

す
。
最
近
は
生
活
様
式
の
洋
風
化
に
伴

い
畳
の
需
要
が
減
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

畳
に
は
空
気
清
浄
能
力
が
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
良
さ
が

再
認
識
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ト
マ
ト
の
生
産
高
も
全
国
第
一
位
を
誇

り
、
八
代
を
代
表
す
る
農
産
物
と
な
っ

て
い
ま
す
。

熊
本
の
酒

そ
れ
は
清
ら
か
な
水
と
肥
後
米
、

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
育
ん
だ

ふ
る
さ
と
の
味

古
く
か
ら
地
域
の
風
味
と
し
て
一
つ
の
文
化
を

築
い
て
い
る
酒
。

清
ら
か
な
水
と
豊
か
な
肥
後
米
に
恵
ま
れ
た
熊

本
で
は
、
清
酒
、
焼
酎
な
ど
数
多
く
の
酒
が
造
ら
れ
て

い
ま
す
。

今
回
の
く
ま
も
と
物
語
は
、
熊
本
の
酒
に
ま
つ
わ

る
話
を
ひ
も
と
き
ま
す
。

●
肥
後
藩
は
赤
酒
、
相
良
藩
内
で
は
焼
酎

も
と
も
と
、
熊
本
で
は
い
ろ
ん
な
種
類
の
酒
が
つ

く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
、
肥
後

あ
く
も
ち
せ
い
し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
に
ざ
け

藩
は
灰
持
清
酒
の
一
種
「
赤
酒
」
を
「
御
国
酒
」
と
し
、

そ
れ
以
外
の
酒
の
製
造
を
禁
止
。
他
藩
で
つ
く
ら
れ

た
び
さ
け

る
清
酒
は
「
旅
酒
」
と
呼
び
、
藩
内
へ
の
流
入
さ
え
も

規
制
し
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
今
日
焼
酎
ど
こ
ろ
と
し
て
全
国
に
名
を
馳

せ
る
人
吉
球
磨
地
方
で
は
、
戦
国
時
代
に
藩
主
の
相

良
氏
が
各
地
と
の
交
易
を
進
め
る
中
で
、
大
陸
か
ら

蒸
留
酒
の
製
法
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
以
来
、
相
良
藩
内

で
は
米
を
原
料
に
し
た
焼
酎
の
製
造
が
盛
ん
に
な
り
、

自
家
製
の
焼
酎
も
藩
内
い
た
る
と
こ
ろ
で
つ
く
ら

れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

の
じ
ろ
き
ん
い
ち

●
熊
本
の
酒
の
神
様
　
野
白
金
一
氏

一
方
、
明
治
時
代
に
な
り
、
清
酒
の
製
造
が
許
さ
れ

て
も
、
県
内
の
蔵
元
で
は
、
な
か
な
か
品
質
の
よ
い

清
酒
が
つ
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
百
年
間
、
赤
酒

づ
く
り
に
な
じ
ん
で
い
た
た
め
、
清
酒
づ
く
り
の
ノ

ウ
ハ
ウ
が
不
足
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
中
、
熊
本
税
務
監
督
局
に
着
任
し
た
野

白
金
一
氏
は
、
地
元
業
界
で
つ
く
っ
た
民
間
研
究
所

強
い
要
請
で
職
を
辞
し
研
究
所
の
技
術
顧
問
に
就
任
、

県
内
の
清
酒
の
品
質
向
上
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
か
い
あ
っ
て
、
昭
和
初
期
に
は
、
県
産
の
清

酒
は
全
国
の
品
評
会
で
一
位
か
ら
三
位
ま
で
を
独

占
す
る
快
挙
を
成
し
遂
げ
て
い
ま
す
。

●
全
国
の
吟
醸
酒
の
九
割
は
熊
本
が
ふ
る
さ
と

そ
の
後
の
野
白
氏
の
功
績
の
ひ
と
つ
に
、
「
熊
本

酵
母
」
の
開
発
が
あ
り
ま
す
。
「
熊
本
酵
母
」
は
、
気
温

の
高
い
熊
本
で
の
吟
醸
酒
開
発
・
研
究
の
一
環
で
つ

く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
今
で
は
、
上
質
の
吟
醸
酒

づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
品
質
は
全
国
的
に
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、

現
在
で
も
、
全
国
の
吟
醸
酒
の
九
割
近
く
に
「
熊
本

酵
母
」
や
「
熊
本
酵
母
」
を
ベ
ー
ス
に
し
た
酵
母
が
使

わ
れ
て
い
る
ほ
ど
。
多
く
の
吟
醸
酒
の
ふ
る
さ
と
は

熊
本
と
い
う
わ
け
で
す
。

●
郷
土
の
味
と
し
て
の
酒

県
内
各
地
域
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
蔵
元
の
数
は
、

音
に
比
べ
る
と
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、

グ
ル
メ
ブ
ー
ム
の
中
で
地
酒
を
見
直
す
動
き
も
見

ら
れ
ま
す
。
近
年
で
は
地
ビ
ー
ル
の
製
造
も
可
能
に

な
り
、
地
域
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
新
し
い
酒
が
誕

生
し
て
い
ま
す
。

酒
の
味
は
、
水
質
、
原
料
の
質
に
加
え
て
気
候
風

土
に
影
響
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
元
の
人
々
の
嗜
好
が
、

長
い
年
月
を
か
け
て
そ
の
地
方
独
自
の
味
わ
い
を

育
て
て
き
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

豊
か
な
自
然
、
そ
し
て
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
育

ま
れ
た
熊
本
の
酒
は
、
ま
さ
に
郷
土
の
味
の
集
大
成

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

県
広
聴
制
度
の
ご
案
内

知
事
へ
の
直
行
便
が
さ
ら
に
身
近
に
！

新
た
に
、
県
内
約
百
か
所
の
簡
易
郵
便
局
に
も

専
用
の
封
筒
と
便
せ
ん
を
設
置
し
ま
し
た
。

こ
の
他
に
、
県
の
出
先
機
関
、
市
町
村
、
公
立
病
院
、
普
通

郵
便
局
、
銀
行
な
ど
に
置
い
て
い
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
直
行
便
は
全
て
知
事
が
目
を
通
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
県
政
に
対
す
る
自
由
な
提
案
、
ご
意
見
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

県
政
モ
ニ
タ
ー

県
民
の
中
か
ら
二
百
名
の
方
に
モ
ニ
タ
ー
に
な
っ
て
い

た
だ
き
、
継
続
的
に
県
政
に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
提
案
を

お
伺
い
し
て
い
ま
す
。

県
民
相
談

県
政
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

電
話
に
よ
る
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受
付
時
間
　
月
曜
～
金
曜
、
九
時
～
一
二
時
　
一
三
時
～
一
六
時
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県

広

報

の

ご

案

内

「
彩
り
」
（
熊
本
の
豊
か
さ
を
お
伝
え
し
ま
す
。
A
4
判
・
2
8
ペ
ー
ジ
）

●
年
間
四
回
（
四
月
・
七
月
・
十
月
・
一
月
）
発
行

●
愛
読
者
募
集
中
で
す
。
送
料
と
し
て
干
八
十
円
分
（
四

回
分
）
の
郵
便
切
手
を
同
封
の
う
え
、
左
記
あ
て
先
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

R
K
K
「
月
刊
く
ま
も
と
情
報
」

●
毎
月
一
回
（
再
放
送
あ
り
）

T
K
U
「
く
ま
も
と
探
県
隊
」

●
毎
週
土
曜
日
　
一
二
時
五
五
分
～
一
三
時

K
K
T
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
熊
本
」

●
年
間
一
〇
本
（
三
〇
分
）

K
A
B
「
く
ま
も
と
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
」

●
毎
週
月
曜
日
一
九
時
五
四
分
～
二
〇
時

N
H
K
文
字
放
送
「
熊
本
県
ガ
イ
ド
」

●
毎
日
　
五
時
～
二
四
時

R
K
K

「
ふ
れ
あ
い
く
ま
も
と
」

●
毎
週
月
曜
日
～
土
曜
日
一
〇
時
二
五
分
～
一
〇
時
三
〇
分

F
M
K

「
県
庁
ダ
イ
ア
リ
ー
」

●
毎
週
月
曜
日
～
金
曜
日
　
七
時
三
〇
分
～
七
時
三
六
分

C
I
T
Y
 
F
M

県
政
番
組
「
C
A
S
U
A
L
・
W
A
L
K
I
N
G
」

●
毎
週
土
曜
日
　
二
一
時
五
〇
分
～
二
二
時

県政に関する情報は、インター
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整備が進む立神橋

九州最大の円筒埴輪

泉村の紅葉と滝

30分特別番組「クローズアップ熊本」。
農業特集での取材の様子

全国に誇る八代のいぐさといぐさ製品

地
域
の
動
き

く
ま
も
と
物
語
⑧
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