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男女共同参画社会を目指して 

叙勲　おめでとうございます 

地域の安全と防災に貢献　江藤憲正さんに瑞宝双光章 

　阿蘇市男女共同参画審議会（岩瀬國興会長）が12月11日、
市役所で�藤阿蘇市議会議長及び山本阿蘇市農業委員会
会長に「女性農業委員数の確保・拡大に向けた要望書」
を提出しました。 
　これは、本市の農業委員会（委員数：37人）において
女性委員が皆無で、女性の立場からそれぞれの地域の農業・
農村の振興に参画できるような体制が整っていない状況
が見受けられることから、今回の要望書の提出に至った
ものです。 
　なお、同審議会によると、県内の女性農業委員数は61
人（平成19年6月1日現在）で、11市町村においては、女
性農業委員が1人もいない状況にあるとのことです。 
 

 

　江藤憲正さん（内牧2区）は、昭和36年から旧阿蘇町消防団員として活動され、昭和
46年に阿蘇中部消防組合発足と同時に消防士長として入署して以来、25年にわたって
各町村の防災に尽力されました。特に、平成4年には阿蘇広域行政事務組合消防本部
予防警防課長（消防司令長）を務められ、地域の安全と防災増進に貢献されました。 
　また、在職時には、独居老人の特別査察や事業所及び職場内における防火責任者
のための防火管理者講習会などを実施し、管内の予防行政の推進に多大な実績を上
げられました。 

ずいほうそうこうしょう けん せい 

教育活動に精励　内牧幸義さんに瑞宝双光章 

　内牧幸義さん（内牧5区）は、昭和12年から昭和14年及び昭和16年から昭和54年まで
の39年間、阿蘇郡内の小・中学校の教師を務められ、児童・生徒の健全育成に尽力さ
れました。 
　特に、校長職の間、阿蘇郡小・中学校長会会長や同事務局長を務め、阿蘇教育事務
所及び各町村教育委員会との連携を密にして阿蘇郡全体の教育振興に貢献されたほ
か、阿蘇郡の僻地教育研究会会長、視聴覚教育研究会会長、図書館教育研究会会長、
特殊教育研究会会長などを歴任し、その発展に努められました。 

うち まき ずいほうそうこうしょう 

学校教育に尽力　　木野不羈夫さんに瑞宝双光章 

　　木野不羈夫さん（楢木野）は、昭和12年から昭和54年までの42年間、主に
阿蘇郡内の小中学校の教師を務められ、児童・生徒の教育に情熱を注がれました。 
　特に、「教育には山間、僻地はあってはならぬ」との信念を持ち、山間部の
僻地の学校に赴任した際は、児童・生徒の学力及び体力向上に専念されました。 
　また、校長職を退職後、旧波野村文化財保護委員会委員や阿蘇市文化財保護
委員会副委員長などを務められ、文化財の振興・発展に貢献されており、平成
17年には熊本県文化財功労者表彰を受賞されています。 

ずいほうそうこうしょう ふ　き　お 

▲�藤議長に要望書を提出する岩瀬会長（左） 
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◇
弥
生
時
代
の
お
墓
事
情
 

　
縄
文
時
代
は
直
接
地
面
に
穴
を
掘
っ
て

遺
体
を
葬
る
土
坑
墓
が
一
般
的
で
、
住
居

の
近
く
に
共
同
墓
地
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
と
こ
ろ
が
、
弥
生
時
代
に
な
る
と
事
情

が
一
変
し
ま
す
。
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島

か
ら
様
々
な
墓
の
ス
タ
イ
ル
が
伝
わ
り
、

土
坑
墓
に
加
え
て
、
木
製
の
板
を
使
っ
た

木
棺
墓
や
石
の
板
の
石
棺
墓
、
大
人
が
す
っ

ぽ
り
入
る
大
き
な
土
器
を
使
っ
た
甕
棺
墓

な
ど
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
種
類
の
墓
が

造
ら
れ
ま
し
た
（
図
1
）。
ま
た
人
口
が

増
え
た
こ
と
で
集
落
内
に
収
ま
ら
な
い
規

模
の
墓
域
が
必
要
に
な
り
、
集
落
と
墓
地

は
分
け
て
作
ら
れ
ま
し
た
。 

 

　
弥
生
時
代
は
集
落
内
の
身
分
差
に
よ
っ

て
墓
の
作
り
方
が
異
な
り
、
特
に
集
落
を

治
め
た
人
物
の
「
王
墓
」
に
は
青
銅
製
の

武
器
や
鏡
、
美
し
い
石
製
の
ア
ク
セ
サ
リ

ー
な
ど
が
供
え
ら
れ
て
一
般
の
墓
と
は
区

別
さ
れ
、
土
盛
り
し
た
墳
丘
の
中
心
に
遺

体
を
納
め
た
り
、
あ
る
い
は
周
溝
を
巡
ら

せ
た
り
と
豪
華
な
墓
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
特
別
な
墓
で
規
模
が
大
き
い

も
の
を
「
弥
生
墳
丘
墓
」
と
呼
び
、
後
の

古
墳
の
原
形
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 ◇
宮
山
に
葬
ら
れ
た
人
 

　
今
回
の
調
査
で
は
、
特
別
な
人
物
を
葬

っ
た
と
思
わ
れ
る
墓
の
跡
を
発
見
し
ま
し
た
 

（
写
真
1
）。
詳
し
く
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
長
軸
を
南
北
に

と
っ
て
長
さ
約
3
m
・
幅
約

1.7
m
〞
の
長
方
形
の
穴
を
掘

り
、
そ
の
中
に
屍
床
（
※
）

を
設
け
貴
重
な
赤
色
顔
料
ベ

ン
ガ
ラ
を
4
kg
も
敷
き
詰
め

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
屍
床

の
周
囲
を
白
い
粘
土
で
覆
っ

て
お
り
、
非
常
に
丁
寧
に
造

ら
れ
た
墓
で
す
。
残
念
な
こ

と
に
、
内
部
か
ら
人
骨
や
時

代
が
判
る
よ
う
な
遺
物
が
見

つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

弥
生
時
代
後
期
の
住
居
を
壊

し
て
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
弥
生
時
代
の
終
わ
り
頃
か

ら
古
墳
時
代
の
も
の
（
約
1
7
0
0
年
前
）

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
出
土
状
況
か
ら
木
製

の
板
を
組
み
合
わ
せ
た
木
棺
墓
の
可
能
性

が
あ
り
ま
す
が
、
棺
の
部
分
は
腐
っ
た
た

め
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、

棺
と
な
る
木
の
板
を
作
る
の
は
非
常
に
高

度
な
技
術
で
し
た
。
伐
採
し
た
木
を
寸
法

ど
お
り
に
切
り
出
し
、
ま
っ
す
ぐ
で
平
ら

な
板
は
鉄
の
道
具
で
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

宮
山
遺
跡
で
は
木
材
を
加
工
す
る
道
具
で

ヤ
リ
ガ
ン
ナ
と
い
う
鉄
製
品
が
出
土
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
道
具
を
使
っ
て
、
宮

山
の
人
々
は
木
棺
を
作
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

　
実
は
同
じ
よ
う
な
時
代
の
墓
跡
が
下
山

西
遺
跡
と
狩
尾
・
湯
ノ
口
遺
跡
（
宮
山
遺

跡
通
信
No.
2
参
照
）
か
ら
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。
宮
山
1
号
墓
と
同
様
に
大
量
の
ベ

ン
ガ
ラ
を
敷
き
詰
め
た
特
別
な
人
物
の
た

め
の
も
の
で
す
。
し
か
し
宮
山
1
号
墓
と

違
っ
て
、
両
遺
跡
は
板
状
の
石
材
を
組
み

合
わ
せ
た
石
棺
墓
で
し
た
。 

　
こ
れ
ま
で
阿
蘇
谷
で
は
石
棺
墓
が
多
く

確
認
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
同
じ
時
期
の

木
棺
墓
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
46

年
の
阿
蘇
西
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
造
成
時

に
埋
ま
っ
て
い
た
石
棺
墓
の
石
材
が
出
土

し
た
と
証
言
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
宮
山
遺

跡
も
本
来
は
石
棺
墓
が
主
体
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
木
棺
墓

の
宮
山
1
号
墓
は
非
常
に
珍
し
い
存
在
に

な
り
ま
す
。
墓
の
形
は
葬
ら
れ
る
人
物
の

文
化
的
背
景
や
風
習
・
信
仰
を
表
現
し
ま

す
。
石
棺
墓
が
当
時
の
阿
蘇
谷
の
風
習
で

あ
る
な
ら
ば
、1
号
墓
は
異
な
る
風
習
に

基
づ
い
て
造
ら
れ
た
墓
で
す
。
つ
ま
り
阿

蘇
と
は
異
な
る
風
習
の
地
域
か
ら
来
た
人

物
が
宮
山
に
葬
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
神
話
に
よ
れ
ば
、
神
武
天
皇
よ
り
大
和

か
ら
遣
わ
さ
れ
た
健
磐
龍
命
は
二
重
峠
を

蹴
破
る
の
を
断
念
し
た
後
、
今
度
は
立
野

を
蹴
破
っ
て
阿
蘇
谷
の
開
拓
を
始
め
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
話
の
舞
台
と
な

っ
た
地
域
に
近
い
宮
山
の
集
落
に
、
従
来

の
阿
蘇
谷
と
は
異
な
る
風
習
を
も
っ
た
人

物
が
眠
っ
て
い
た
の
は
何
か
の
偶
然
で
し

ょ
う
か
・
・
・
 

※
屍
床
・
・
・
棺
内
の
遺
体
を
納
め
る
部
分
 

 

 
No.6

「
葬
ら
れ
た
の
は
ど
ん
な
人
物
？
宮
山
遺
跡
の
お
墓
」
 

ど
こ
う
ぼ 

も
っ
か
ん
ぼ 

せ
っ
か
ん
ぼ 

お
さ 

お
う
ぼ 

そ
な 

か
め
か
ん
ぼ 

ぼ
い
き 

ど
も 

お
さ 

し
ゅ
う
こ
う 

ふ
ん
き
ゅ
う 

や
よ
い
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ 

し
し
ょ
う 

し 

お
お 

わ
か 

も
っ
か
ん
ぼ 

ひ
つ
ぎ 

く
さ 

ば
っ
さ
い 

し
も
や
ま 

に
し 

か
り
お 

ゆ
の
く
ち 

写真１　宮山遺跡の墓跡（１号墓） 

３.遺体を納めてふた 
　 をし、全体を土で 
　 埋める。 

２.木製の棺を白粘土 
　 で覆い、屍床にベ 
　 ンガラをまく。 

１.長方形の穴を掘り、 
　 屍床を作る。 

じ
ん
む 

や
ま
と 

つ
か 

た
け
い
わ
た
つ
の
み
こ
と 

ふ
た
え
の
と
う
げ 


