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　工事着工を前に安全祈願祭が8月24日、関係者約60

人のもと行われ、いよいよ阿蘇西小学校体育館建築

工事がスタートしました。 

　現在の体育館は昭和47年に建てられ老朽化が著しく、

また、施設面積が小さく学校教育におけるスポーツ

振興の面においても適していないため整備すること

になりました。平成20年3月に完成予定です。 

 

　施設面積は1,285�で、総工費は約3億6百万円。

現在の体育館に比べ約2倍の広さを有しており、

ミニバスケットボールコートを2面確保、シャ

ワー設備や身体障害者に配慮した施設となり

ます。 

 

阿蘇西小学校体育館工事開始！完成は3月 

笹
倉
か
ら
高
森
町
を
結
ぶ
「
阿
蘇
東
部
線
」
開
通 

　
波
野
笹
倉
と
高
森
町
河
原
を
結
ぶ
延
長
12
・

1
k
m
の
森
林
基
幹
道
「
阿
蘇
東
部
線
」
が
完
成

し
、
そ
の
開
通
式
が
、8
月
30
日
、
路
線
間
に
架

か
る
「
阿
蘇
望
橋
」
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
式
典
に
は
、
県
農
林
水
産
部
長
ほ
か
阿
蘇
市
長
、

高
森
町
長
、
地
権
者
な
ど
1
4
0
人
が
参
加
。
念

願
の
開
通
を
祝
い
ま
し
た
。
こ
の
阿
蘇
東
部
線
は
、

沿
線
に
広
が
る
森
林
地
域
2
、8
7
9
ha
の
森
林

施
業
の
合
理
化
、
効
率
化
を
は
じ
め
と
す
る
林
業

振
興
等
を
目
的
と
し
て
、
県
が
国
の
補
助
を
受
け

平
成
8
年
か
ら
整
備
し
た
も
の
で
す
。 

　
路
線
は
2
車
線
で
、
幅
員
7
m
、
延
長
：
阿
蘇

市
10
k
m
、
高
森
町
2
・
1
k
m
、
総
工
費
は

6
7
億
円
で
、
笹
倉
・
高
森
町
間
の
通
過
時
間
が

大
幅
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
林
業
振
興

は
も
と
よ
り
、
地
域
の
生
活
道
路
、
大
分
か
ら
熊

本
、
宮
崎
を
結
ぶ
産
業
、
観
光
道
路
と
し
て
も
大

き
な
役
割
を
担
う
路
線
と
し
て
期
待
さ
れ
ま
す
。 

  

▲完成予想図 

▲テープカットのようす。クス玉割りは地権者を代表して 
　岩瀬まゆみさん、岩瀬みゆきさん、後藤千尋さんが行い 
　ました。 

▲阿蘇東部線 

道の駅波野 
「神楽苑」 

やまなみ 
ゴルフ場 

←熊本市 国道57号 阿蘇市・笹倉 

（阿蘇望橋） 

JR豊肥本線 

国道57号 竹田市→ 

←高森町（国道265号へ） 高森町・河原 竹田市（荻）→ 

↑
産
山
村 

森
林
基
幹
道
　
　
阿
蘇
東
部
線 

波野駅 

（図1） 

　
弥
生
時
代
の
家
は
、
地
面
を
掘
り
く
ぼ

め
て
、
そ
の
床
に
数
ヶ
所
穴
を
掘
っ
て
柱

を
た
て
、
木
材
な
ど
で
骨
組
み
を
つ
く
り
、

屋
根
に
茅
な
ど
を
被
せ
た
構
造
の
「
竪
穴

式
住
居
」
に
な
り
ま
す
（
図
1
）。
縄
文

時
代
か
ら
平
安
時
代
ご
ろ
ま
で
続
く
最
も

一
般
的
な
家
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。 

　
竪
穴
式
住
居
は
一
見
住
み
に
く
そ
う
に

思
え
ま
す
が
、
地
面
の
中
は
熱
が
伝
わ
り

に
く
く
、
深
い
と
こ
ろ
ほ
ど
温
度
が
一
定

に
な
り
外
の
気
温
に
左
右
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
夏
は
涼
し
く
冬
は
暖
か
く
過

ご
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

　
竪
穴
式
住
居
の
中
に
は
、
火
を
た
い
て

料
理
を
す
る
ほ
か
、
暖
房
・
湿
気
と
り
・

明
か
り
と
り
の
役
割
も
果
た
し
た
と
さ
れ

る
炉
（
い
ろ
り
）
や
、
食
糧
な
ど
を
蓄
え

る
貯
蔵
穴
が
あ
り
ま
す
（
写
真
1
）。
ま
た
、

壁
際
の
床
を
高
く
し
た
ベ
ッ
ド
の
よ
う
な

設
備
が
あ
る
家
も
あ
り
ま
す
。 

　
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
形
も
大
き
さ
も

様
々
で
す
が
、
地
域
の
風
土
に
あ
っ
た
工

法
や
材
料
を
用
途
に
応
じ
て
巧
み
に
使
い

分
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
厳

し
さ
や
恵
み
か
ら
見
出
さ
れ
た
知
恵
や
工

夫
を
も
と
に
環
境
に
適
し
た
「
住
ま
い
づ

く
り
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
の

環
境
に
配
慮
し
た
住
宅
づ
く
り
に
通
じ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
で
は
、
宮
山
遺
跡

の
場
合
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

　
今
回
の
調
査
で
は
主
に
約
1
、

8
0
0
年
前
の
弥
生
時
代
後
期
の

竪
穴
式
住
居
が
合
計
26
軒
見
つ
か

り
ま
し
た
。
数
軒
重
な
り
あ
っ
て

見
つ
か
っ
た
住
居
も
あ
る
の
で
、

全
て
が
同
じ
時
期
に
建
っ
て
い
た

訳
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、

住
居
は
阿
蘇
西
小
学
校
の
プ
ー
ル

や
校
舎
側
に
向
か
っ
て
集
中
し
て

い
ま
す
の
で
、
集
落
の
中
心
部
は

調
査
地
の
東
側
に
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

竪
穴
式
住
居
は
現
代
で
い
う
約
10
畳
の
ワ

ン
ル
ー
ム
程
の
広
さ
に
な
り
ま
す
。
通
常
、

住
居
の
床
は
土
間
の
よ
う
に
固
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
宮
山
遺
跡
で
は
固
い
床
が
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
か
し

た
ら
ム
シ
ロ
の
よ
う
な
も
の
を
敷
い
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
さ
て
、
木
材
な
ど
は
長
い
年
月
が
経
つ

と
腐
れ
て
し
ま
い
最
後
に
は
土
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
発
見

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

宮
山
遺
跡
一
帯
は
水
分
を
多
く
含
む
土
質

の
た
め
保
存
の
条
件
が
良
く
、
色
々
な
発

見
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
特
に
約
1
、7
0
0
年
前
の
古
墳
時
代

の
竪
穴
式
住
居
（
5
号
住
居
）
か
ら
は
大

量
の
木
炭
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
写
真

2
）。
中
央
の
井
型
の
も
の
は
梁
（
柱
の

上
に
渡
す
横
木
）、
複
数
の
細
い
丸
木
な

ど
は
垂
木
（
屋
根
や
軒
を
構
成
す
る
部
材
）

と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
竪
穴
式
住
居
の
構

造
を
検
討
す
る
上
で
貴
重
な
発
見
と
な
り

ま
し
た
。
火
災
に
よ
り
焼
け
落
ち
て
埋
ま

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
家
の
中
に

生
活
用
具
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
単
に
火
災
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

建
て
直
し
や
引
越
し
の
時
に
ワ
ザ
と
家
を

壊
し
て
火
を
つ
け
る
風
習
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
弥
生
時
代
や

古
墳
時
代
に
お
い
て
は
壁
や
柱
な
ど
用
途

に
応
じ
て
木
の
種
類
の
使
い
分
け
を
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
出
土
し
た

木
炭
を
分
析
し
た
結
果
、90
％
以
上
が
ク

リ
で
、
そ
れ
も
相
当
の
大
木
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
伐
採
後
の
ク
リ
は

柔
ら
か
く
て
加
工
し
や
す
く
、
乾
燥
す
る

と
堅
く
て
弾
力
性
の
あ
る
性
質
に
変
化
す

る
た
め
、
主
に
縄
文
時
代
に
建
築
材
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
の
で
す
が
、

5
号
住
居
は
古
来
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ

住
ま
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
・
・
？
 

　
ま
た
、
宮
山
遺
跡
の
住
居
群
の
特
徴
と

し
て
、
住
居
の
壁
際
に
拳
大
の
石
を
積
み
、

ベ
ン
ガ
ラ
（
阿
蘇
黄
土
を
焼
い
て
つ
く
る

赤
い
顔
料
）
を
撒
い
て
い
る
跡
や
、
家
を

壊
し
た
後
に
要
ら
な
く
な
っ
た
土
器
な
ど

を
大
量
に
捨
て
て
ベ
ン
ガ
ラ
を
撒
い
て
い

る
例
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
住
ん
で

き
た
家
を
壊
し
た
り
、
建
て
直
す
時
に
何

ら
か
の
儀
式
を
し
た
跡
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
火
を
噴
く
活
火
山
「
阿
蘇
」

を
始
め
、
自
然
の
神
々
に
祈
り
を
捧
げ
、

こ
の
地
で
の
生
活
の
安
泰
を
願
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
自
然
を
敬

い
、
自
然
と
共
生
す
る
日
本
古
来
の
文
化

の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
ま
す
。 

 

 
か
や
 

た
て
あ
な
 

し
き
じ
ゅ
う
き
ょ
 

ろ
 

ち
ょ
ぞ
う
け
つ
 

は
り
 

た
る
き
 

の
き
 

ろ 

ちょぞうけつ 

貯蔵穴② 

柱穴④ 

柱穴③ 

柱穴② 

柱穴① 

貯蔵穴① 

炉 

弥
生
時
代
の
住
ま
い
「
元
祖
エ
コ
住
宅
」
 


