
後世塗られたモルタルがはがれ、監獄だった頃の  
赤煉瓦がのぞく三池工業高校の外塀（県指定有形文化財）

う黒
塗
り
の
校
歌

　昭
和
57
年
12
歳
、
中
学
校
に
入
学
。
ま
ず
校
歌
な
ら
い
ま
す
よ
ね
？ 

で
も
歌
詞
に
黒
マ

ジ
ッ
ク
で
消
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。 

3
番
は
今
の
大
牟
田
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
歌
わ
な

い
よ
う
に
、と
の
指
示
。
マ
ジ
ッ
ク
を
透
か
し
て
み
ま
す
よ
そ
り
ゃ
。 『
あ
す
の
炭
都
を
担
いつ

つ
　栄
光
あ
る
祖
国
築
く
も
の
』…

。
の
ち
大
人
に
な
っ
て
8
歳
年
下
の
同
僚
に
聞
い
て
み
た

と
こ
ろ
、
彼
女
の
中
学
校
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
！
　『資
源
は
深
く
地
下
に
満
ち
　工

場
伸
び
て
行
く
と
こ
ろ
』 

は
い
、こ
れ
も
禁
じ
ら
れ
た
3
番
で
し
た
。
他
の
学
校
の
こ
と
は
知

ら
な
い
け
ど
、な
ぜ
歌
わ
な
い
？
な
ぜ
隠
す
？
わ
た
し
た
ち
の
大
牟
田
は
炭
坑
で
栄
え
た
ま

ち
で
し
ょ
？ 

え…

　と
い
う
モ
ヤ
モ
ヤ
を
解
き
明
か
す
べ
く
、
今
は
復
活
し
た
松
原
中
の
3
番
と
、ま
ば
ゆ
い
世

界
文
化
遺
産
と
化
し
た
、
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
の
育
っ
た
炭
坑
町
の
ウ
ラ
を
知
り
た
い

…

と
思
い
至
っ
た
54
歳
現
在
。
ふ
と
流
行
の
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
気
分
で
歩
い
て
み
る
こ
と
に

　忘
れ
て
し
ま
っ
た
方
、
初
め
て

み
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
数
年
前
に
度
々
連
載
し
て

い
た
歴
史
ゆ
か
り
の
地
を
歩
く

「
道
路
好
路（
ど
〜
ろ
こ
〜
ろ
）。

当
時
は
若
い
女
性
二
人
の
掛
け

合
い
設
定
で
し
た
。
で
も
今
回

は
違
い
ま
す
。

　昭
和
44
年
生
ま
れ
の
、

54
歳
女
の
一
人
旅

で
ご
さ
い
ま
す
！

し
ま
し
た
。
膝
に
く
る
か
ら

車
に
も
乗
っ
た
け
ど
。

　知
ら
な
す
ぎ
る
！
い
い
歳
し
て
る
の
に
自
分
の
故
郷
を
異
常
に
知
ら
な
す
ぎ
る
！

こ
れ
は
た
ぶ
ん
私
が
怠
け
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
う
多
分…

な
ん
た
っ
て
郷
土
史
ク

ラ
ブ
に
は
い
っ
て
い
た
位
だ
も
ん
！
こ
れ
は
ア
レ
だ
、
聞
い
て
な
か
っ
た
ん
だ
！
聞
か

さ
れ
て
な
か
っ
た
ん
だ
！
で
も
昔
は
見
え
て
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
、隠
さ
れ
た
歌

も
耳
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。

　炭
坑
で
労
働
と
い
え
ば
、
牢
獄
の
シ
ン
ボ
ル
・
ケ
ン
さ
ん
の
網
走
刑
務
所
が
頭
に

浮
か
び
ま
す
が
、今
や
北
海
道
で
は
空
知
集
治
監
や
樺
戸
集
治
監
も
整
備
さ
れ
マン

ガ
の
聖
地
と
し
て
沢
山
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
そ
う
で
、「
監
獄
」の
缶
バ
ッ
チ
や

グ
ッ
ズ
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
や
い
や
、
西
日
本
に
唯
一の
集
治
監
が
あ
り
ま
す

よ
、わ
が
故
郷
大
牟
田
に
も
！
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忘れちゃならないモノがあるから、
昔のあの連載が忘れられないウチに

戻ってきました！

れ
な
い

　た
め
に
、

れ
な
い

　た
め
に
、

忘忘
をを声声
見
る
。

見
る
。

隠
す
っ
て
こ
と
は
ウ
シ
ロ
メ
タ
イ
事
で
も
あ
る
の
？

隠
す
っ
て
こ
と
は
ウ
シ
ロ
メ
タ
イ
事
で
も
あ
る
の
？

ス
ペ
シ
ャ
ル
版

ス
ペ
シ
ャ
ル
版



明治の三池集治監

現在（2024年）の三池工業高校
左側の石垣は当時のものがそのまま残っている

　息
子
が
福
岡
県
立
三
池
工
業
高
校
に
入
学
す
る
時
、

初
め
て
中
か
ら
見
る
巨
大
な
レ
ン
ガ
塀
は
か
な
り
威
圧

的
に
感
じ
、か
つ
て
こ
こ
が
大
き
な
刑
務
所
で
、受
刑
者

が
炭
坑
で
働
い
て
い
た
こ
と
位
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、

明
る
く
元
気
な
運
動
部
の
声
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚
き
を

禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
う
い
え
ば
故
郷
な
の
に
炭
坑

の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
な…

と
思
い
少
し
学
ん
で
み

る
こ
と
に
。

　明
治
初
期
の
維
新
政
府
の『
殖
産
興
業
』と『
富
国
強

兵
』の
命
題
の
も
と
、石
炭
産
業
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、当
時
の
採
炭
夫
は
農
家
が
多
か
っ
た
た
め
に
農

繁
期
に
は
仕
事
に
来
な
い
と
い
う
不
安
定
さ
に
、採
炭

作
業
は
と
て
も
危
険
で
、野
蛮
だ
と
悪
評
も
広
ま
り
、

炭
坑
で
の
人
手
不
足
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で

投
獄
さ
れ
て
い
る
囚
徒
を
働
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　三

池
の
石
炭
は
大
牟
田
で
一
番

有
名
な
夫
婦
で
あ
ろ
う
あ
の
挿
絵

の
伝
治
左
ヱ
門
が
発
見
し
て
以
来

三
池
・
柳
河
藩
が
採
炭
し
て
い
ま
し

た
が
、明
治
6（
1
8
7
3
）年
に
官
営
と
な
り
、そ
の
時

す
で
に
近
隣
の
県
か
ら
の
囚
徒
に
採
炭
さ
せ
て
い
ま
し

た
が
、北
海
道
に
続
い
て
ま
さ
に
鉱
山
労
働
だ
け
を
目

的
と
し
た
よ
う
な
三
池
集
治
監̶

国
立
の
大
規
模
刑

務
所
が
明
治
16（
1
8
8
3
）年
に
開
庁
し
、主
に
西
日

本
か
ら
囚
徒
が
集
め
ら
れ
明
治
21（
1
8
8
8
）年
に
は

1
5
0
0
名
を
越
え
ま
し
た
。 

明
治
22（
1
8
8
9
）年
に

三
井
財
閥
に
払
い
下
げ
ら
れ
民
営
化
し
て
も
集
治
監

か
ら
囚
人
労
働
も
引
き
継
が
れ
、さ
ら

に
増
大
し
、三
池
炭
坑
で
採
炭
労
働
を

す
る
な
か
の
実
に
69
％
が
囚
徒
に
よ
る

も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　採
炭
作
業
は
危
険
か
つ
重
労
働
な
う

え
に
、食
料
、換
気
、衛
生
な
ど
の
労
働

環
境
が
劣
悪
を
極
め
、そ
れ
が
囚
徒
達

の
心
を
さ
ら
に
荒
ま
せ
、事
故
や
病
気
の

他
に
不
穏
な
事
件
で
の
犠
牲
者
も
多
く
見
ら
れ
、あ
げ

く
銃
を
持
つ
監
視
に
見
張
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。見
出
し
に
書
い
た
よ
う
に
心
身
共
に
地
獄
と

化
し
て
いっ
た
の
が
想
像
で
き
ま
す
。

　気
に
な
っ
た
の
は
違
反
の
懲
罰
の
な
か
に「
懲
罰
減

食
」と
い
う
食
事
を
減
ら
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、微
罪
で

も
か
な
り
懲
罰
減
食
を
受
け
て
い
ま
す
。そ
し
て
こ
れ
で

余
っ
た
米（
官
給
米
）を
売
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。こ
の
売

上
高
が
三
池
集
治
監
は
特
に
多
い
。並
ん
だ
公
式
の
数

字
は
個
人
の
横
領
と
か
じ
ゃ
な
く
、企
業
の
体
質
を
体

現
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
怪
し
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　閉
庁
す
る
昭
和
6（
1
9
3
1
）年
ま
で
の
お
よ
そ
半

世
紀
の
本
や
資
料
を
見
て
い
る
と
、さ
ら
に
あ
の
レ
ン
ガ

の
赤
さ
が
目
に
重
く
映
っ
て
き
ま
す
。

人
道
と
正
義
を
叫
ん
だ
医
者
が
い
た

　そ
ん
な
重
い
気
持
ち
に
光
明
が
！
国
も
典
獄（
集
治

監
ト
ッ
プ
）も
会
社
の
利
益
に
沿
う
よ
う
な
雰
囲
気
の

中
で
、医
員
だ
っ
た
菊
池
常
喜
が
そ
の
死
亡
率
や
疾
病

率
の
高
さ
か
ら
医
師
と
し
て
の
良
心
の
叫
び
と
し
て
三

池
集
治
監
の
閉
鎖
を
訴
え
ま
し
た
。し
か
し
物
議
を
か

も
し
た
も
の
の
握
り
潰
さ
れ
、菊
池
医
師
は
去
っ
て
行

き
ま
す
。こ
の
話
は
か
の
水
俣
訴
訟
で
の
勝
訴
の
決
め

手
と
な
っ
た
自
社
責
任
の
証
拠
を
命
の
尽
き
る
間
際
に

証
言
し
た
チ
ッ
ソ
付
属
病
院
の
細
川
一
医
師
を
思
い
出

さ
せ
、心
が
少
し
温
か
く
な
り
ま
し
た
。

3 明治時代の大浦坑

あ
た
か
も
屠
處
に
牽
か
る
る

子
羊
の
憂
い
。

あ
た
か
も
屠
處
に
牽
か
る
る

子
羊
の
憂
い
。

三
池
集
治
監
囚
人
の
不
幸

之
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

三
池
集
治
監
囚
人
の
不
幸

之
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

み  

い
け 

し
ゅ
う

じ

か
ん

大
牟
田
市
上
官
町
４
丁
目

三
池
集
治
監

放
免
囚 

髙
橋
長
蔵

『
生
命
の
洗
濯
』
よ
り

忘れないために、声を見る。
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謎
の『
囚
徒
橋
』は

こ
の
あ
た
り
？

謎
の『
囚
徒
橋
』は

こ
の
あ
た
り
？

現在の道路

地図は大正15年

う　修
羅
坑̶

し
ゅ
ら
坑̶

聞
い
て
い
ま
す
よ
、苛
烈
さ

ゆ
え
に
そ
の
あ
だ
名
で
呼
ば
れ
る
宮
原
坑
。日
清
戦
争

後
の
熱
も
冷
め
や
ら
ぬ
勢
い
の
中
、最
も
多
く
厳
し
く

囚
人
労
働
が
行
わ
れ
た
坑
。お
年
寄
り
の
口
か
ら
よ
く

聞
い
て
い
た
話
は
、朱
色
の
囚
人
服
を
着
て
、す
っ
ぽ
り

藁
笠
か
ぶ
っ
て
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
鎖
で
つ
な
が
れ
て
背
中

を
丸
め
て
地
の
底
ふ
か
〜
く
潜
ら
す
と
ば
い
、ほ
ん
な
こ

つ
修
羅
ば
い…

、と
。ち
ょ
っ
と
勉
強
し
た
今
は
三
池
集

治
監
か
ら
程
近
い
宮
原
坑
へ
囚
徒
が
出
役
し
て
い
る
姿

が
語
り
つ
が
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
気
に
な
り

ま
し
た
。ど
こ
の
道
を
通
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　知
ら
な
い
私
が
聞
く
ぐ
ら
い
大
牟
田
で
は
メ
ジ
ャ
ー
な

談
話
で
は
な
か
ろ
う
か
、な
ぜ
こ
ん
な
に
語
ら
れ
る
？

　色
々
気
に
な
っ
た
の
で
ま
ず
は
大
牟
田
市
立
図
書
館

に
行
っ
て
聞
き
ま
し
た
。山
田
館
長
か
ら
大
正
15
年
の
地

図
を
い
た
だ
き
、「
有
力
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ル
ー
ト
」を

教
え
て
も
ら
い
、い
ざ
宮
原
坑
へ
！

　宮
原
坑
で
現
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
に
色
々

聞
き
ま
し
た
。今
立
っ
て
い
る
立
坑
や
ぐ
ら
は
第
二
立
坑

で
あ
り
、そ
の
先
に
は
第
一
立
坑
が
立
っ
て
い
た
こ
と
、こ

の
第
一
立
坑
は
囚
人
の
み
が
使
用
し
て
い
て
、良
民
坑
夫

（
一
般
の
人
）や
資
材
は
第
二
立
坑
を
利
用
し
て
い
た
こ

と
。そ
の
た
め
に
宮
原
坑
の
建
物
内
や
地
下
に
は
壁
が

作
っ
て
あ
り
、囚
徒
と
良
民
坑
夫
が
接
触
し
な
い
よ
う
に

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　ノ
ロ
ノ
ロ
歩
い
て
20
分
弱
程
で
三
池
集
治
監
、今
の
三

池
工
業
高
校
の
ネ
ッ
ト
が
見
え
て
き
ま
す
。で
も
入
口
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
南
側
の
塀
は
取
り
壊
さ
れ
て
、瀬
戸

際
ま
で
民
家
が
建
っ
て
い
る
の
で
実
際
の
出
入
り
口
は

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　宮
原
坑
ま
で
帰
っ

て
く
る
と
、別
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
か
ら「
●

ち
ょ
っ
と
怪
し
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
よ
。

四
つ
角
の
と
こ
ろ
で

囚
人
と
一
般
人
が
交

わ
っ
て
し
ま
う
や
ろ

が
。そ
れ
は
絶
対
で

け
ん
け
ん
。俺
は
立

体
交
差
し
と
っ
た
と

思
う
と
よ
。ち
ょ
っ
と

低
く
な
っ
と
る
」と
問

題
発
言
が
！

4

み
や
の
は
ら
こ
う

大
牟
田
市
宮
原
町
1
丁
目

宮
原
坑
跡

忘れないために、声を見る。

角より奥の壁は無い
謎の四つ角

地
元
民
は
シ
ュ
ト
ド
ウ
と
呼
ん
で
い
ま
す

地
元
民
は
シ
ュ
ト
ド
ウ
と
呼
ん
で
い
ま
す

三池集治監出張所跡は公園に

第一立坑跡は何も無い

囚
徒
道
を
歩
い
て
み
た
。

囚
徒
道
を
歩
い
て
み
た
。

囚徒道囚徒道
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？

　知
ら
な
い
私
が
聞
く
ぐ
ら
い
大
牟
田
で
は
メ
ジ
ャ
ー
な

談
話
で
は
な
か
ろ
う
か
、な
ぜ
こ
ん
な
に
語
ら
れ
る
？

　色
々
気
に
な
っ
た
の
で
ま
ず
は
大
牟
田
市
立
図
書
館

に
行
っ
て
聞
き
ま
し
た
。山
田
館
長
か
ら
大
正
15
年
の
地

図
を
い
た
だ
き
、「
有
力
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ル
ー
ト
」を

教
え
て
も
ら
い
、い
ざ
宮
原
坑
へ
！

　宮
原
坑
で
現
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
に
色
々

聞
き
ま
し
た
。今
立
っ
て
い
る
立
坑
や
ぐ
ら
は
第
二
立
坑

で
あ
り
、そ
の
先
に
は
第
一
立
坑
が
立
っ
て
い
た
こ
と
、こ

の
第
一
立
坑
は
囚
人
の
み
が
使
用
し
て
い
て
、良
民
坑
夫

（
一
般
の
人
）や
資
材
は
第
二
立
坑
を
利
用
し
て
い
た
こ

と
。そ
の
た
め
に
宮
原
坑
の
建
物
内
や
地
下
に
は
壁
が

作
っ
て
あ
り
、囚
徒
と
良
民
坑
夫
が
接
触
し
な
い
よ
う
に

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　ノ
ロ
ノ
ロ
歩
い
て
20
分
弱
程
で
三
池
集
治
監
、今
の
三

池
工
業
高
校
の
ネ
ッ
ト
が
見
え
て
き
ま
す
。で
も
入
口
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
南
側
の
塀
は
取
り
壊
さ
れ
て
、瀬
戸

際
ま
で
民
家
が
建
っ
て
い
る
の
で
実
際
の
出
入
り
口
は

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　宮
原
坑
ま
で
帰
っ

て
く
る
と
、別
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
か
ら「
●

ち
ょ
っ
と
怪
し
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
よ
。

四
つ
角
の
と
こ
ろ
で

囚
人
と
一
般
人
が
交

わ
っ
て
し
ま
う
や
ろ

が
。そ
れ
は
絶
対
で

け
ん
け
ん
。俺
は
立

体
交
差
し
と
っ
た
と

思
う
と
よ
。ち
ょ
っ
と

低
く
な
っ
と
る
」と
問

題
発
言
が
！

4

み
や
の
は
ら
こ
う

大
牟
田
市
宮
原
町
1
丁
目

宮
原
坑
跡

忘れないために、声を見る。

角より奥の壁は無い
謎の四つ角

地
元
民
は
シ
ュ
ト
ド
ウ
と
呼
ん
で
い
ま
す

地
元
民
は
シ
ュ
ト
ド
ウ
と
呼
ん
で
い
ま
す

三池集治監出張所跡は公園に

第一立坑跡は何も無い

囚
徒
道
を
歩
い
て
み
た
。

囚
徒
道
を
歩
い
て
み
た
。

囚徒道囚徒道

遺骨が入っていたと言われる穴の蓋

倶會一處の文字と三井のマーク 集治監廃止を叫んだ菊池医師を称える碑

　明
治
21（
1
8
8
8
）年
に
三
池
集
治
監
官
吏

の
手
に
よ
っ
て
建
立
。こ
の
あ
た
り
一
帯
は
集
治

監
用
の
墓
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ

り
ま
す
。た
だ
、平
成
の
造
成
時
に
遺
骨
が
大

量
に
積
み
重
な
っ
て
出
た
た
め
、そ
の
埋
葬
方
法
に
疑

問
や
非
難
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。解
脱
塔
の
横
に
地
蔵
が

あ
り
、そ
の
下
の
た
て
穴（
井
戸
と
い
う
表
記
も
あ
り
）

に
は
仮
埋
葬
後
に
白
骨
化
し
た
も
の
を
投
げ
込
ん
で
い

た
の
で
は
、と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。写
真
の
解
脱
塔
は

荒
廃
し
崩
壊
寸
前
だ
っ

た
も
の
を
囚
人
墓
地

保
存
会
の
努
力
で
平

成
7（
1
9
9
5
）年
に

再
建
さ
れ
た
も
の
で

す
。　ま

た
解
脱
塔
の
横

　権
現
山
と
呼
ば
れ
る
宮
原
坑
の
脇
に
あ
る
小
山
の

竹
林
を
分
け
入
れ
ば
、い
く
つ
か
の
墓
石
に
遭
遇
し
ま

す
。諸
説
あ
り
ま
す
が
こ
こ
も
囚
人
墓
と
言
わ
れ
て
い

る
ひ
と
つ
で
す
。そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
は
倶
會
一
處
と
い

う「
死
ん
だ
ら一
所
に
あ
つ
ま
る
」と
い
う
意
味
の
仏
語
っ

ぽ
い
漢
字
と

ど
ー
ん
と
大
き

く
三
井
の
マ
ー

ク
が
刻
ま
れ
た

石
碑
が
目
に
入

り
ま
す
。危
険

に
は
前
述
し
た
菊
池
医
師
の
功
績

を
称
え
る
文
が
刻
ま
れ
た
石
碑
も

胸
を
う
ち
ま
す
。

　帰
宅
し
て
資
料
を
読
ん
で
み
る
と
、確
か
に
当
初
は

一
般
人
と
交
わ
っ
て
出
役
し
て
い
た
が
、そ
れ
じ
ゃ
ま
ず

か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で『
囚
人
橋
』を
集
治
監
の
南
側
に

つ
く
っ
た
。と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
！ 

発
見
に
至
ら
ず
。

　同
じ
時
、そ
の
方
か
ら「
わ
か
ら
ん
事
が
あ
っ
た
ら
野

田
さ
ん
っ
て
駄
菓
子
屋
が
詳
し
か
け
ん
聞
い
て
お
い
で
、ホ

レ
いっ
て
ら
っ
し
ゃ
〜
い
」と
背
中
を
た
た
か
れ
ま
し
た
。行

き
ま
し
た
よ
。お
店
あ
い
て
る
の
か
な
？
と
思
う
佇
ま
い
で

し
た
が
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
出
入
り
口
に
い
ら
っ
し
ゃっ
た

の
で
声
を
か
け
ま
し
た
。ご
主
人（
90
）の
母
親
・キ
ミ
子
さ

ん
が
囚
徒
道
の
角
で
軽
食
や
菓
子
を
売
っ
て
い
て
、よ
く

そ
の
頃
店
の
前
を
通
る
囚
徒
の
話
し
を
さ
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。「
あ
ん
人
た
ち
ゃニコニコ
し
て
ね
、義
母
に

っ
て
手
ば
振
ら
す
げ
な
。お
義
母
さ
ん
も
楽
し
か
っ
た
ご

た
る
よ
」と
野
田
さ
ん
。そ
し
て
汗
だ
く
で
鼻
水
ま
で
出

し
て
る
私
に「
が
ん
ば
っ
て
ね
」と
冷
え
た
ジ
ュ
ー
ス
を
握

ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。ど
う
し
て
こ
ん
な
に
親
切
に
し
て

く
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に「
奉
仕
の
心
た
い
」と
満
面

の
笑
み
で
手
を
握
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　こ
の
修
羅
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
、当
時
も
や
っ
ぱ
り

そ
こ
で
生
き
て
い
る
も
の
同
士
楽
し
い
一
瞬
や
優
し
い
時

間
が
存
在
し
て
い
た
ん
だ
！
そ
し
て
そ
れ
は
今
も
こ
の

町
に
生
き
て
い
る
ん
だ
、と
感
激
し
ま
し
た
。

　キ
ミ
子
さ
ん
が
ど
れ
程
人
の
心
を
照
ら
し
た
か
！

の

な
現
場
で
働
く
囚
徒
の
間
で
は「
死
ん
だ
ら
あ
か
つ
ち
山
行

き
ぞ
」と
言
わ
れ
て
い
た
話
し
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。ち
な
み

に
こ
の
権
現
山
は
赤
土
で
す
。

5 明治時代の大浦坑

キ
ミ
し
ゃ
〜
ん

キ
ミ
し
ゃ
〜
ん

げ

だ
つ

と
う

大
牟
田
市
新
勝
立
町
1
丁
目

解
脱
塔

く

　
　え
い
っ
し
ょ

大
牟
田
市
米
生
町
1
丁
目

倶
會
一
處 

石
碑

忘れないために、声を見る。

解脱塔解脱塔
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　昭
和
44（
1
9
6
9
）年
に
私
は
生
ま
れ
ま

し
た
。こ
の
大
牟
田
で
も
う
ひ
と
つ
生
ま
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
取
材
を
通
し
て

知
っ
た「
大
牟
田
囚
人
墓
地
保
存
会
」で
す
。

　教
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
を
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。少
し
聞
き
か
じ
っ
た
こ
と
の
奥
を

見
せ
て
く
れ
た『
同
級
生
』で
し
た
。

　こ
の一ノ
浦
囚
人
墓
地
も
写
真
で
は
見
た
事
が
あ
り

ま
し
た
が
今
回
の
取
材
で
直
に
目
の
当
た
り
に
す
る
と

胸
に
迫
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
石
の
柱
が
囚

人
墓
地
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。で
も
気
持
ち
が
揺
れ
る
こ

と
は
無
い
寂
寥
の
迫
力
に
言
葉

が
出
ま
せ
ん
。

自
然
と
手
を
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
。

『
同
級
生
』で
あ
る
大
牟

田
囚
人
墓
地
保
存
会

は
去
年
で
解
散
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
見
る
こ
と
、聞

く
こ
と
、書
く
こ
と

で
少
し
で
も
自
分
の

ふ
る
さ
と
の
こ
と
を

うな現場で働く囚
徒
の
間
で
は「
死
ん
だ
ら
あ
か
つ
ち

山
行
き
ぞ
」と
言
わ
れ
て
い
た
話
し
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
こ
の
権
現
山
は
赤
土
で
す
。

　山
頂
に
登
れ
ば
地
蔵
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
光
景
が

印
象
的
な
福
寿
院
と
い

う
真
言
宗
の
お
寺
さ
ん

が
あ
り
ま
す
。こ
こ
を
開

い
た
僧
は
三
池
集
治
監

の
元
囚
徒
で
大
変
慕
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、偽
名

を
使
っ
た
岡
山
の
人
だ
っ

た
の
で
、供
養
す
る
の
に

も
苦
労
し
た
と
い
う
逸

話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　熊
本
大
学

工
学
部
と
白

川
河
川
敷
に

挟
ま
れ
た
小

さ
な
敷
地
に

熊
本
刑
務
所

墓
地
が
あ
り
、そ
の
中
の
ひ
と
つ
に「
三
池
刑
務
所
在

中
死
亡
者
二
千
四
百
六
十
八
名

　昭
和
九
年
三
月
建

立
」と
書
か
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。三
池
集
治
監
は

明
治
39（
1
9
0
6
）年
に「
三
池
監
獄
」、明
治
41

（
1
9
0
8
）年
に「
三
池
刑
務
所
」と
改
称
。昭
和
6

（
1
9
3
1
）年
4
月
に
廃
止
さ
れ
た
の
ち
熊
本
刑
務
所

に
引
き
継
が
れ
た
時
に
大
牟
田
に
あ
っ
た
合
葬
之
碑

も
あ
わ
せ
て一
本
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

伝
え
て
い
く
手
伝
い
が
出
来
る

な
ら
ば…

と
思
い
ま
し
た
。

　こ
の
取
材
中
に
も
う一
人
の

『
同
級
生
』と
出
会
い
ま
し
た
。

40
年
ぶ
り
の
再
会
で
す
。

　彼
は
お
墓
参
り
に
大
牟
田
に

帰
郷
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　彼
の
家
の
お
墓
は

一
ノ
浦
墓
地
に
あ
る
そ
う
で
す
。

6

が
っ
そ
う

　の

　ひ

熊
本
市
黒
髪
2
丁
目

熊
本
大
学
工
学
部
南
側

合
葬
之
碑

い
ち
の
う
ら
し
ゅ
う
じ
ん

ぼ

　ち

一
ノ
浦 

囚
人
墓
地

忘れないために、声を見る。

合葬之碑合葬之碑

一ノ浦
囚人墓地
一ノ浦
囚人墓地

大
牟
田
市

一
浦
町
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　昭
和
44（
1
9
6
9
）年
に
私
は
生
ま
れ
ま

し
た
。こ
の
大
牟
田
で
も
う
ひ
と
つ
生
ま
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
取
材
を
通
し
て

知
っ
た「
大
牟
田
囚
人
墓
地
保
存
会
」で
す
。

　教
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
を
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。少
し
聞
き
か
じ
っ
た
こ
と
の
奥
を

見
せ
て
く
れ
た『
同
級
生
』で
し
た
。

　こ
の一ノ
浦
囚
人
墓
地
も
写
真
で
は
見
た
事
が
あ
り

ま
し
た
が
今
回
の
取
材
で
直
に
目
の
当
た
り
に
す
る
と

胸
に
迫
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
石
の
柱
が
囚

人
墓
地
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。で
も
気
持
ち
が
揺
れ
る
こ

と
は
無
い
寂
寥
の
迫
力
に
言
葉

が
出
ま
せ
ん
。

自
然
と
手
を
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
。

『
同
級
生
』で
あ
る
大
牟

田
囚
人
墓
地
保
存
会

は
去
年
で
解
散
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
見
る
こ
と
、聞

く
こ
と
、書
く
こ
と

で
少
し
で
も
自
分
の

ふ
る
さ
と
の
こ
と
を

うな現場で働く囚
徒
の
間
で
は「
死
ん
だ
ら
あ
か
つ
ち

山
行
き
ぞ
」と
言
わ
れ
て
い
た
話
し
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
こ
の
権
現
山
は
赤
土
で
す
。

　山
頂
に
登
れ
ば
地
蔵
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
光
景
が

印
象
的
な
福
寿
院
と
い

う
真
言
宗
の
お
寺
さ
ん

が
あ
り
ま
す
。こ
こ
を
開

い
た
僧
は
三
池
集
治
監

の
元
囚
徒
で
大
変
慕
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、偽
名

を
使
っ
た
岡
山
の
人
だ
っ

た
の
で
、供
養
す
る
の
に

も
苦
労
し
た
と
い
う
逸

話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　熊
本
大
学

工
学
部
と
白

川
河
川
敷
に

挟
ま
れ
た
小

さ
な
敷
地
に

熊
本
刑
務
所

墓
地
が
あ
り
、そ
の
中
の
ひ
と
つ
に「
三
池
刑
務
所
在

中
死
亡
者
二
千
四
百
六
十
八
名

　昭
和
九
年
三
月
建

立
」と
書
か
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。三
池
集
治
監
は

明
治
39（
1
9
0
6
）年
に「
三
池
監
獄
」、明
治
41

（
1
9
0
8
）年
に「
三
池
刑
務
所
」と
改
称
。昭
和
6

（
1
9
3
1
）年
4
月
に
廃
止
さ
れ
た
の
ち
熊
本
刑
務
所

に
引
き
継
が
れ
た
時
に
大
牟
田
に
あ
っ
た
合
葬
之
碑

も
あ
わ
せ
て一
本
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

伝
え
て
い
く
手
伝
い
が
出
来
る

な
ら
ば…

と
思
い
ま
し
た
。

　こ
の
取
材
中
に
も
う一
人
の

『
同
級
生
』と
出
会
い
ま
し
た
。

40
年
ぶ
り
の
再
会
で
す
。

　彼
は
お
墓
参
り
に
大
牟
田
に

帰
郷
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　彼
の
家
の
お
墓
は

一
ノ
浦
墓
地
に
あ
る
そ
う
で
す
。
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が
っ
そ
う

　の

　ひ

熊
本
市
黒
髪
2
丁
目

熊
本
大
学
工
学
部
南
側

合
葬
之
碑

い
ち
の
う
ら
し
ゅ
う
じ
ん

ぼ

　ち

一
ノ
浦 

囚
人
墓
地

忘れないために、声を見る。

合葬之碑合葬之碑
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牟
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保
存
会

　新
大
牟
田
市
史

　資
料
編

　大
牟
田
市
史

　中
巻

　
　

※

大
牟
田
市

取
材
協
力
（
敬
称
略
）

　大
牟
田
市
立
図
書
館

　大
牟
田
市
石
炭
産
業
科
学
館

　宮
原
坑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
ス
タ
ッ
フ

　野
田
商
店

　
　
　
　
　
　あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　彼
の
両
親
は
、自
家
の
墓
に
お
参
り
し
た
後
に
彼
と
姉
を
決
ま
っ
て
寂
し
い
敷
地

の
片
隅
に
つ
れ
て
い
き
ま
し
た
。そ
こ
は
昼
で
も
薄
暗
く
て
草
が
生
い
茂
り
、な
ん
だ

か
判
ら
な
い
石
の
柱
が
地
面
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
た
り
転
が
っ
て
い
た
り
し
て
、子
ど

も
の
心
に
は
少
し
怖
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　そ
ん
な
姉
弟
の
手
の
ひ
ら
に
お
母
さ
ん
は
線
香
を
に
ぎ
ら
せ
、拝
む
よ
う
に
う
な

が
し
ま
し
た
。
毎
年
、毎
年
。

　こ
の『
同
級
生
』が
し
て
き
た
こ
と
を
、も
う
ひ
と
つ
の『
同
級
生
』の
た
め
に
、

せ
め
て
伝
え
る
こ
と
が
し
た
い
と
慣
れ
ぬ
ペン
を
も
ち
ま
し
た
。

　校
歌
の
一
文
を
消
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
う
な
歴
史
で
も

語
っ
てつ
な
い
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
、と
思
い
ま
し
た
。

7 明治時代の大浦坑

名
前
も
わ
か
ら
ん
で

故
郷
に
も
帰
ら
れ
ん
で

名
前
も
わ
か
ら
ん
で

故
郷
に
も
帰
ら
れ
ん
で

大
牟
田
の
た
め
に

働
い
た
人
た
ち
ば
い

大
牟
田
の
た
め
に

働
い
た
人
た
ち
ば
い

よ
ぅ
と

拝
ま
や
ん
と
よ
。

よ
ぅ
と

拝
ま
や
ん
と
よ
。

忘れないために、声を見る。

コモハラ不動産 検索
社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員福岡県知事（4）第15372号 http://www.komohara.com

大牟田市草木800-1  営/9：30～18：30  休/水曜日・第３木曜日

お問い
合わせ

HP無料

一
人
で
暮
ら
す
親
は

大
丈
夫
か
な
？

元
気
に
は
し
て
い
る
け
ど
、

いつ
何
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い
し
、心
配…

実
家
の
家
や
土
地
、

雨
漏
り
、草
刈
り
、害
虫…

管
理
も
大
変
だ
し

ど
う
し
た
ら…

？

そ
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
私
の
実
家
、

ど
う
し
よ
う…

？

最近、こんなお悩みの相談が増えています。最近、こんなお悩みの相談が増えています。

家家 土地土地 相続相続 高齢者
みまもり
高齢者
みまもり

親 子 子

3,3003,300月
額 円より円より

売却 賃貸 相続 　　売却 賃貸 相続 　　空家管理 高齢者みまもり
サービス（税込） 1,9801,980月

額 円より円より
（税込）

遺
言
書
や

家
族
信
託
っ
て
き
い
た

こ
と
は
あ
る
け
ど

ど
う
し
た
ら…

？

（買取可）

TEL0944-43-3153TEL0944-43-3153

市区町村から勧告を受けた管理不全空家は、
固定資産税の住宅用地特例（3分の1もしくは
6分の1に減額）が解除されます。

2023年
6月14日
公布

空家等対策の推進に関する
特別措置法が一部改正されました。

自
分
が
元
気
な
う
ち
に
、

相
続
対
策
も
し
な
い
と

い
け
な
い
け
ど…

ど
う
し
よ
う
？

ど
う
し
よ
う
？

みま
もり

子
ど
も
に
迷
惑
を

か
け
な
い
た
め
に…


