
【
問
い
合
わ
せ
先
】 

菊
池
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

☎
０
９
６
８（
36
）９
４
５
０

㈪
～
㈮ 

午
前
10
時
～
正
午
、午
後
１
時
～
午
後
４
時（
福
祉
課
）

�

【
問
い
合
わ
せ
先
】

人
権
啓
発・男
女
共
同
参
画
推
進
課

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
０
９

220

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

菊
池
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室 

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
６
７

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

生
涯
学
習
課 
☎
０
９
６
８（
25
）７
２
３
２

市
で
は
古
く
か
ら
神
楽
や
獅
子
舞
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
芸
能
が
地
域
や

保
存
団
体
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、国
や
市
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
15
件
を
隔
月
で
紹
介
し
ま
す
。

守
り
継
が
れ
る 

◆

シ
リ
ー
ズ 

◆

22
代 

能よ
し

運ゆ
き

　

21
代
重し

げ

朝と
も

の
長
子
で
、
当
初
は
、

武た
け

運ゆ
き

と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

頃
の
菊
池
氏
は
、一
族
の
内
乱
や
父

重
朝
の
矢
部
幕
の
平（
山
都
町
）で
の

大
敗
な
ど
に
よ
り
、肥
後
守
護
と
し

て
の
権
威
は
失
墜
、勢
力
は
弱
ま
る

ば
か
り
で
し
た
。

　
文
亀
元（
１
５
０
１
）年
5
月
に
は
、

大
叔
父
の
宇う

土と

為た
め

光み
つ（

20
代
為た

め

邦く
に

の

弟
）に
よ
り
、守
山
城
は
攻
め
落
と

さ
れ
、武
運
は
島
原
ま
で
逃
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
、「
不
運
」に
つ
な
が
る

と
し
て「
能
運
」と
改
名
し
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

文
亀
3（
１
５
０
３
）年
9
月
、島

原
で
雌
伏
の
時
を
過
ご
し
て
い
た

能
運
は
、家
臣
の
城じ

ょ
う

氏
や
隈く

ま

部べ

氏
ら

と
呼
応
し
、菊
池
復
帰
の
兵
を
あ
げ
、

高
瀬（
玉
名
市
）に
上
陸
。
為
光
勢
と

の
大
激
戦
の
末
、守
山
城
の
奪
還
を

果
た
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、こ
の
時
の
傷
が
元
で
永

正
元（
１
５
０
４
）年
2
月
15
日
、23

歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
守
護

職
は
、遺
言
に
よ
り
為
邦
の
弟
為た

め

安や
す

の
孫
政ま

さ

朝と
も（
後
の
政ま

さ

隆た
か

）に
譲
ら
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
菊
池
氏
の
直
系
は
、

能
運
を
最
後
に
途
絶
え
て
し
ま
い
ま

し
た
。
墓
は
、熊
耳
山
正
観
寺（
東
正

観
寺
）の
実じ

っ

相そ
う

院い
ん

跡（
現
菊
池
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
前
）に
あ
り
ま
す
。

23
代 

政
隆

　

22
代
能
運
の
遺
言
に
よ
り
、若
干

14
歳
で
家
督
を
相
続
し
、肥
後
守
護

と
な
り
ま
し
た
。

　
大
友
氏
の
策
略
に
は
ま
っ
た
阿あ

蘇そ

惟こ
れ

長な
が

の
企
て
に
よ
り
、菊
池
家
臣
は

政
隆
を
廃
し
て
惟
長
を
迎
え
ま
す
。

隈
府
に
入
っ
た
惟
長
は
、菊
池
武た

け

経つ
ね

と
名
を
改
め
肥
後
守
護
の
職
に
就
き

ま
し
た
。

　
守
護
の
座
を
追
わ
れ
た
政
隆
の
元

に
は
、城
政ま

さ

元も
と

や
隈
部
鎮し

げ

治は
る

、宗そ
う

隆た
か

盛も
り

な
ど
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

危
機
感
を
持
っ
た
武
経
と
阿
蘇
氏
は
、

政
隆
追
討
に
動
き
出
し
ま
す
。

　

永
正
6（
１
５
０
９
）年
8
月
、大

友
親ち

か

治は
る

の
命
を
受
け
た
朽く

網た
み

親ち
か

光み
つ

軍

と
政
隆
軍
が
、
臼
間
荘
桜
馬
場（
南

関
町
）で
激
突
、大
友
軍
の
大
勝
利

に
終
わ
り
、捕
ら
わ
れ
た
政
隆
は
阿

蘇
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
矢
部
へ
送
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

16
日
夜
、菊
池
の
旧
臣
玉た

ま

屋や

貞さ
だ

親ち
か

が
護
送
団
を
急
襲
し
、政
隆
を
首
尾

よ
く
奪
取
、安
国
寺（
久
米
一
）に
入

り
ま
す
。
武
経
は
守
山
城
を
出
陣
、

久
米
原
で
両
軍
入
り
乱
れ
て
の
激

戦
と
な
り
、政
元
・
鎮
治
・
隆
盛
ら
は

討
ち
死
に
、政
隆
は
再
び
安
国
寺
に

入
り
自
刃
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、わ

ず
か
19
歳
で
し
た
。
墓（
亀き

趺ふ

碑
）は
、

安
国
寺
の
裏
に
あ
り
ま
す
。

24
代 

武た
け

包か
ね

　

永
正
8（
１
５
１
１
）年
、菊
池
武

経
が
菊
池
を
去
り
ま
す
。
当
主
不
在

と
な
っ
た
重
臣
た
ち
は
、菊
池
家
支

流
の
詫た

く

磨ま

武た
け

安や
す

の
子
武
包
を
当
主
と

し
て
迎
え
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

　

衰
退
の
道
を
た
ど
る
菊
池
氏

に
対
し
、
大
友
氏
は
ま
す
ま
す
圧

力
を
強
め
て
い
き
ま
す
。
永
正
17

（
１
５
２
０
）年
、大
友
義よ

し

鑑あ
き

の
弟
重し

げ

治は
る

は
菊
池
の
重
臣
た
ち
を
そ
そ
の
か

し
、武
包
を
追
放
。
菊
池
義よ

し

宗む
ね（
後
の

義よ
し

武た
け

）と
改
名
し
、肥
後
守
護
と
称

し
て
守
山
城
に
入
り
ま
し
た
。

　

大
永
3（
１
５
２
３
）年
、武
包
は

筒
が
岳（
小
岱
山
）で
挙
兵
し
ま
す

が
、
義
鑑
・
阿
蘇
惟こ

れ

豊と
よ

連
合
軍
に
大

敗
し
、島
原
に
逃
れ
ま
し
た
。
天
文

元（
１
５
３
２
）年
、こ
の
地
で
死
去

し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
、初
代
則の

り

隆た
か

か
ら
続
い
た

菊
池
氏
の
守
護
家
は
、つ
い
に
そ
の

名
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た

の
で
す
。

田島菅原神社

　

泗
水
町
の
田
島
一
区
で
継
承
さ

れ
て
い
る
神
楽
で
す
。
毎
年
、春
と

秋
の
大
祭（
２
月
・
11
月
）や
風
鎮
祭

（
８
月
）、年
賀
行
事（
12
月
）に
田
島

菅
原
神
社
で
奉
納
さ
れ
る
ほ
か
、地

元
の
イ
ベ
ン
ト
で
も
披
露
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、明
治
の
初
期
に
始
ま
っ
た
と
さ

れ
、当
時
は
舞
も
楽
も
静
か
な
姫
神

楽
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
神
楽
は
昭
和
の
初
期
に
熊

本
市
の
高
橋
稲
荷
神
社
か
ら
伝
授

さ
れ
た
も
の
で
、 

岩
戸
神
楽
の
流

れ
を
く
む
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
神
楽
の
構
成
は
、散
座
・
二
剣
・
四

剣
・
奉
剣
・
榊
・
弓
・
国
津
・
神
撰
歌
の

8
座
か
ら
な
り
、剣
や
榊
、弓
・
鈴
を

持
ち
、面
を
付
け
た
り
唄
を
入
れ
た

り
し
て
勇
壮
・
華
麗
に
舞
わ
れ
ま
す
。

特
に
国
津
の
舞
は
古
く
か
ら
伝
わ

る
鬼
神
の
面
を
付
け
、豪
快
な
舞
と
、

２
人
の
問
答
が
人
気
で
す
。

　

昭
和
40
年
頃
か
ら
舞
い
手
が
高

齢
化
し
た
こ
と
で
、後
継
者
の
育
成

が
緊
急
の
課
題
と
な
り
、保
存
会
が

結
成
さ
れ
ま
し
た
。
保
育
園
へ
出
か

け
て
後
継
者
の
育
成
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

奉納の様子

不
審
電
話
や
メ
ー
ル
に
注
意
！

　

公
的
機
関
や
大
手
事
業
者
を
名

乗
っ
て
電
話
や
メ
ー
ル
が
あ
っ
た
と

い
う
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
お
金

を
請
求
し
て
く
る
詐
欺
で
す
の
で
、

す
ぐ
に
電
話
を
切
り
、被
害
に
遭
わ

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

❶  

国
際
電
話
番
号
か
ら
の
詐
欺
電
話

携
帯
電
話
に
、「+

」か
ら
始
ま

る
国
際
電
話
番
号
で
電
力
会
社

社
員
を
か
た
る
男
か
ら「
電
気

料
金
が
未
納
で
す
。
支
払
わ
な

い
と
差
し
押
さ
え
と
い
っ
た
法

的
措
置
に
移
行
し
ま
す
」と
い

う
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
電
話
は
、「
電
話
で

『
お
金
』詐
欺
」と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

す
ぐ
に
応
答
せ
ず
、電
話
を
切
っ
て

誰
か
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

❷ 

携
帯
電
話
会
社
を
か
た
っ
た
電
話

「
料
金
が
未
納
で
す
。
支
払
わ

な
い
と
法
的
措
置
を
取
り
ま
す
。

詳
し
い
説
明
は
１
番
を
押
し
て

く
だ
さ
い
」と
い
っ
た
ア
ナ
ウ

ン
ス
音
声
で
連
絡
が
あ
っ
た
。

　
ア
ナ
ウ
ン
ス
通
り
に
番
号
を
押
し

て
い
く
と
お
金
を
要
求
さ
れ
ま
す
。

❸
当
選
商
法
の
メ
ー
ル

「
１
億
円
の
当
選
金
を
も
ら
え

る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
当
選
金

を
受
け
取
る
に
は
手
数
料
が
必

要
で
す
。
電
子
マ
ネ
ー
で
手
数

料
を
支
払
い
、確
認
が
取
れ
た

ら
当
選
金
が
受
け
取
れ
ま
す
」

と
い
う
内
容
だ
っ
た
の
で
、コ

ン
ビ
ニ
で
電
子
マ
ネ
ー
を
購
入

し
て
支
払
っ
た
。

　
そ
の
後
、連
絡
が
取
れ
な
く
な
り

ま
す
。

❹
還
付
金
詐
欺
の
電
話

市
役
所
職
員
を
名
乗
り
、「
保

険
料
の
過
払
い
分
を
還
付
し

ま
す
。
書
類
を
送
り
ま
し
た
が

見
ら
れ
ま
し
た
か
。
今
日
が
支

払
期
限
で
す
の
で
、Ａ
Ｔ
Ｍ
へ

行
っ
て
く
だ
さ
い
」と
誘
導
す

る
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

　
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
お
金
が
振
り
込
ま
れ

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

県
警
の「
ゆ
っ
ぴ
ー
安
心
メ
ー
ル
」

　

県
内
で
報
告
さ
れ
た
不
審
電
話

メ
ー
ル
の
情
報
を

メ
ー
ル
で
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。

登録は
こちらから

正
し
く
学
ぶ
部
落
差
別
の
問
題

地
域
人
権
教
育
指
導
員　
宮み

や

川が
わ

淳じ
ゅ
ん

一い
ち

正
し
い
こ
と
を
正
し
く
学
ぶ

　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
も
落
ち
着
き
、

こ
れ
ま
で
中
止
し
て
い
た
事
業
を
再

開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え

ば
、ふ
る
さ
と
懇
談
会
で
す
。
地
域

が
主
体
と
な
り
地
域
の
実
態
や
課
題

に
沿
う
よ
う
、7
年
前
か
ら
実
施
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
感
じ
る
こ
と

は
、参
加
者
の
人
権
意
識
の
レ
ベ
ル

が
確
か
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
ど
う
し
て
な
の
か
考
え
て
み
る
と
、

以
前
に
比
べ
、テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と

す
る
メ
デ
ィ
ア（
情
報
を
伝
え
る
た

め
の
も
の
）か
ら
多
く
の
情
報
が
発

信
さ
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
役
に
立
つ
情
報
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、人
を
批
判
す
る
こ
と

で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
面
も
数

多
く
見
か
け
ま
す
。
何
が
正
し
く
て
、

何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、迷
う
の

は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、ど
う
す
れ
ば
、正
し
い
こ

と
を
判
断
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

正
解
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

学
校
教
育
の
中
で
、正
し
い
こ
と
を

正
し
く
学
ぶ
こ
と
が
、よ
り
よ
い
方

法
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

部
落
史
の
見
直
し

　

市
内
の
小
中
校
で
は
、ど
ん
な
内

容
の
歴
史
学
習
や
社
会
科
学
習
を

し
て
い
る
の
か
紹
介
し
ま
す
。
現
在
、

身
分
制
度
の
解
釈
が
違
っ
て
き
て
い

ま
す
。
6
年
生
の
教
科
書「
新
し
い

社
会
6 
歴
史
編
」（
東
京
書
籍
）で
は
、

次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
々
の
く
ら
し
と
身
分

　
江
戸
時
代
の
社
会
は
、支
配
者
で

あ
る
武
士
を
は
じ
め
、百
姓
や
町
人

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
々

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
中
略
）

　
百
姓
や
町
人
と
は
別
に
厳
し
く

差
別
さ
れ
て
き
た
身
分
の
人
々
は
、

仕
事
や
住
む
場
所
、身
な
り
を
百

姓
や
町
人
と
は
区
別
さ
れ
、村
や

町
の
祭
り
へ
の
参
加
を
こ
ば
ま

れ
る
な
ど
、厳
し
い
差
別
の
も
と

に
お
か
れ
、幕
府
や
藩
も
差
別
を

強
め
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
人
々
は
、

こ
う
し
た
差
別
の
中
で
も
、農
業

や
手
工
業
を
営
み
、芸
能
で
人
々

を
楽
し
ま
せ
、ま
た
、治
安
な
ど
を

担
っ
て
、社
会
を
支
え
ま
し
た
。

　
現
在
で
は
、「
士
」「
農
」「
工
」「
商
」

は
全
て
の
職
業
を
表
す
意
味
で
、身

分
制
度
を
表
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
と
な

り
、教
科
書
で
は
扱
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら
は「
士
農
工

商
」と
い
う
言
葉
は
小
中
高
校
の
全

て
の
教
科
書
か
ら
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、百
姓
や
町
人
と
は
別
に
厳

し
く
差
別
さ
れ
て
き
た
身
分
の
人
々

に
つ
い
て
も
、社
会
を
支
え
て
き
た

こ
と
が
表
記
さ
れ
、大
事
な
役
割
を

担
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、そ
の
後
の
家
庭
教
育
や

社
会
教
育
で
学
び
を
続
け
て
い
く

こ
と
が
、人
権
問
題
解
決
に
向
け
た

ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
最
新
の
も
の
に
更

新
す
る
こ
と
）に
つ
な
が
る
と
考
え

ま
す
。
私
た
ち
の
周
り
で
は
、こ
れ

ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
き
た

こ
と
が
、根
拠
の
な
い
こ
と
だ
っ
た

と
気
付
く
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

部
落
差
別
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、正

し
い
理
解
が
正
し
い
行
動
に
つ
な
が

る
の
で
す
。
今
一
度
自
分
を
振
り
返

り
、良
い
一
年
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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