
思
い
と
こ
だ
わ
り

歴
史
が
詰
ま
っ
た
建
物

　
国
登
録
有
形
文
化
財
記
念
式
典
が
９
月

22
日
、
菊
池
地
域
振
興
局
で
開
催
さ
れ
、

関
係
者
な
ど
約
50
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
始
め
に
江
頭
実
市
長
か
ら
、
国
登
録
有

形
文
化
財
と
な
っ
た
建
物
の
所
有
者
に
登

録
証
と
プ
レ
ー
ト
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

江
頭
市
長
は
「
今
回
文
化
財
に
登
録
さ
れ

た
建
造
物
を
見
て
い
る
と
、
当
時
の
繁
栄

の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

菊
池
へ
の
誇
り
を
取
り
戻
す
転
機
に
も
な

り
ま
し
た
。
子
々
孫
々
受
け
継
い
で
い
き

た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。
登
録
証
と
プ
レ
ー

ト
を
受
け
取
っ
た
髙た

か
き木
公き

み
や
す康
さ
ん
は
「
幼

少
の
こ
ろ
か
ら
家
に
ま
つ
わ
る
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
聞
い
て
育
ち
ま
し
た
。
建
物
に

す
る
な
ど
、
病
院
と
し
て
の
機
能
に
も
配

慮
し
て
い
ま
す
。
当
初
は
外
科
医
院
で
し

た
が
、
現
在
は
内
科
医
院
と
な
り
内
装
も

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
築
当
初
か
ら
玄

関
ポ
ー
チ
に
た
た
ず
む
サ
ル
と
カ
エ
ル
の

石
像
は
、
お
よ
そ
80
年
も
の
間
、
来
院
す

る
患
者
を
出
迎
え
、
見
送
っ
て
い
ま
す
。

　
髙
木
家
は
代
々
、
細
川
家
に
仕
え
て
き

ま
し
た
。
池
田
屋
事
件
で
新
撰
組
と
激
し

く
戦
い
、
禁
門
の
変
で
壮
絶
な
最
期
を
遂

げ
た
幕
末
の
志
士
・
髙た

か
き木
元も

と

え

も

ん

右
衛
門
直な

お
ひ
さ久

は
、
施
主
で
あ
る
公
久
氏
の
大
叔
父
に
当

た
り
ま
す
。

髙
木
医
院
は
、
第
11
代
菊
池
郡
市
医
師

会
長
だ
っ
た
髙た

か
き木
公き

み
ひ
さ久
氏
が
施
主

で
、
昭
和
６
年
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
墨

書
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
外
装
は
半
切き

り
づ
ま妻
屋
根
に
通
気
採
光
窓
を

付
け
、
壁
に
は
柱
部
材
の
一
部
を
見
せ
る

（
ハ
ー
フ
テ
ィ
ン
バ
ー
）
欧
風
様
式
で
す
。

一
方
、
内
装
は
格
子
天
井
や
透
か
し
欄
間

飾
り
を
用
い
る
な
ど
和
風
様
式
を
取
り
入

れ
、「
和
」
と
「
洋
」
を
う
ま
く
調
和
さ

せ
た
趣
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
性
を
高
め
な
が

ら
も
、
大
き
な
窓
を
付
け
て
採
光
を
確
保
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市
内
３
カ
所
４
件
の
建
造
物
が

国
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た

平
成
24
年
12
月
14
日
開
催
の
文
化
審
議
会
で
文
部
科
学
大
臣
へ
答
申
さ
れ
て
い
た

「
髙た

か
き木
医い

い
ん院
」、「
旧き

ゅ
う

松ま
つ
く
ら倉
家け

住じ
ゅ
う
た
く宅
主し

ゅ
お
く屋
」、「
宮み

や
む
ら村
家け

住じ
ゅ
う
た
く宅
主し

ゅ
お
く屋
と
石い

し
が
き垣
」
が
、
６
月

21
日
付
け
で
告
示
さ
れ
正
式
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

　
生
涯
学
習
課
文
化
振
興
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
３
２

↑ 江頭市長㊨から登録証の伝達を受ける髙
た か き

木壽
ひ さ え

惠
さん㊧と公康さん㊥

↑通気採光窓

↑建築時の写真

↑ ハーフティンバー風
の外壁

↑玄関前にあるサル㊧とカエル㊨の石像

くまもと町歴 50 選の認定証とプレート。菊池市隈府地区、築地井手界隈、赤星井手界隈、
弁利円通寺道界隈の４カ所が選定されました

は
施
主
の
思
い
と
こ
だ
わ
り
、
歴
史
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
の
生
活

に
溶
け
込
み
、
思
い
出
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
う
れ
し
い
で
す
。
今
回
の
文
化
財
登

録
が
地
域
振
興
の
一
助
に
な
れ
ば
」
と
謝

辞
を
述
べ
ま
し
た
。

く
ま
も
と
歴
町
50
選
に
も

市
内
４
地
区
が
選
定

　　

菊
池
市
隈
府
地
区
、
築
地
井
手
界
隈
、

赤
星
井
手
界
隈
、
弁
利
円
通
寺
道
界
隈
の

４
地
区
が
、
く
ま
も
と
歴
町
50
選
に
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
伝
統
的
建
造
物
を
中
心
に
古

い
町
屋
な
ど
が
連
な
る
町
並
み
や
、
周
囲

の
景
観
と
調
和
し
た
歴
史
的
・
伝
統
的
な

町
並
み
な
ど
、
後
世
に
残
し
た
い
町
並
み

を
選
定
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　
菊
池
地
域
振
興
局
長
か
ら
認
定
証
を
受

け
取
っ
た
江
頭
市
長
は
、「
４
カ
所
も
選

定
さ
れ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

た
だ
、『
選
定
さ
れ
た
か
ら
終
わ
り
』
で

は
だ
め
。
こ
れ
を
ス
タ
ー
ト
と
し
、
ま
ち

づ
く
り
に
生
か
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ

ま
し
た
。

登
録
文
化
財
の
特
徴

　　
今
回
国
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
た
３

カ
所
の
建
造
物
は
そ
れ
ぞ
れ
、
病
院
、
町

屋
、農
家
住
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

ど
の
建
造
物
に
も
歴
史
が
あ
り
、
固
有
の

特
徴
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
次
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
そ
の
歴
史
と
特
徴

を
紹
介
し
ま
す
。

■登録有形文化財とは
　観光資源などに活用しながら文化財の保護
を図ることを目的に平成８年に始まった制度。
保護のために手厚い補助がある代わりに、現
状変更が厳しく制限される国宝などの指定文
化財と比べると、外観や内装を変更する際の
規制が緩やかになっています。
　建築後 50 年で登録対象となり、地方自治
体からの情報を基に国が候補を選定。文化審
議会の答申を経て登録されます。登録後は固
定資産税の減税などの優遇措置を受けること
ができます。平成 17 年からは工芸品も対象
になりました。

髙
木
医
院
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な
ど
に
銘
木
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
前
座

敷
と
奥
座
敷
の
間
に
あ
る
欄
間
は
、
阿
蘇

五
岳
を
両
面
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
透

か
し
彫
り
が
施
し
て
あ
り
ま
す
。

　
石
垣
は
、
母
屋
と
同
時
期
に
造
ら
れ
た

も
の
で
、
凝
灰
岩
を
積
み
上
げ
て
造
ら
れ

て
い
ま
す
。
本
来
は
６
段
ほ
ど
あ
り
ま
し

た
が
、
下
部
は
埋
ま
っ
て
し
ま
い
地
表
に

見
え
る
の
は
３
段
の
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

現
在
は
住
宅
と
し
て
使
用
し
な
が
ら
、

土
間
や
部
屋
を
開
放
し
て
演
奏
会
や
作
品

展
示
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
、
多
く
人
が
足

を
運
ん
で
い
ま
す
。

宮
村
家
住
宅
は
、
宮み

や
む
ら村
眞ま

つ
る鶴
氏
を
施
主

と
し
て
明
治
終
期
か
ら
大
正
初
期
に

か
け
て
建
築
さ
れ
た
大
規
模
な
農
家
住
宅

で
す
。
棟
梁
は
田た

む
ら村
與よ

へ
い平
氏
。
棟
上
は
明

治
44
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
母
屋

の
ほ
か
蔵
が
３
棟
、
離
れ
屋
が
１
棟
あ
り

ま
し
た
が
、
解
体
・
移
築
な
ど
に
よ
り
現

在
は
母
屋
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
母
屋
は
施
主
所
有
の
山
林
か
ら
切
り
出

し
た
木
材
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、
１
階
は

７
つ
の
部
屋
と
土
間
、台
所
で
構
成
さ
れ
、

さ
ら
に
四
方
に
下げ

や屋
を
回
し
て
い
ま
す
。

土
間
か
ら
10
畳
間
が
３
部
屋
連
続
し
て
お

り
、
鴨か

も
い居
や
長な

げ
し押
、
奥
座
敷
の
付
け
書
院

　
こ
の
母
屋
は
住
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
が
、
飲
食
店
を
経
営
し
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
か
、
客
を
も
て
な
す
た
め

の
豪
華
な
内
装
が
施
し
て
あ
り
ま
す
。
そ

の
主
な
特
徴
は
、２
階
座
敷
の
付
け
書
院
、

透
か
し
欄
間
、
回
り
廊
下
と
、
２
階
に
あ

る
２
部
屋
そ
れ
ぞ
れ
に
階
段
が
設
け
て
あ

る
こ
と
で
す
。
住
人
用
と
来
客
用
と
を
分

け
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
現
在
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
菊
池
ま
ち
づ
く

り
千
年
の
風
」
の
活
動
本
拠
地
と
し
て
、

会
合
・
講
演
会
や
企
画
展
示
会
な
ど
に
活

用
さ
れ
、
人
々
の
集
い
の
場
と
な
っ
て
い

ま
す
。

松
倉
家
住
宅
は
、
仕
出
し
屋
を
営
ん
で

い
た
松ま

つ
く
ら倉
萬ま

ん
じ
ろ
う

次
郎
氏
の
住
宅
と
し

て
、
昭
和
７
年
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
棟

木
の
墨
書
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
棟
梁
は
中な

か
し
ま島
軍ぐ

ん
じ
ろ
う

次
郎
氏
。
重
厚
な
入い

り

母も

屋や

屋
根
の
典
型
的
な
町
屋
建
築
で
、
当
時

の
図
面
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
仕
出
し
屋
は
現
在
の
歯
科
医
院
の
所
に

あ
り
、
当
時
は
こ
の
界
隈
に
役
所
や
登
記

所
な
ど
の
行
政
機
関
が
多
く
、
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
正
面
に

あ
る
隈
府
高
等
女
学
校
（
現
・
菊
池
高
等

学
校
）
の
教
育
風
紀
上
問
題
が
あ
る
と
の

こ
と
で
、
間
も
な
く
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

↑ 江頭市長㊨から登録証の伝達を受ける宮
みやむら

村玲
れ い こ

子
さん㊧と重

しげのり
範さん㊥

↑ 江頭市長㊨から登録証の伝達を受ける隅
すみくら

倉テル
さん㊧と昭

しょうじ
二さん㊥

宮
村
家
住
宅
主
屋
と
石
垣

旧
松
倉
家
住
宅
主
屋

↑地表に見える石垣 ↑阿蘇五岳の欄間

↑建築当時の図面が残っています

↑演奏会や展示会が行われているホール

↑住宅裏側の階段 ↑透かし彫りの欄間
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