
【
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
～
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

214

【
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

◆

シ
リ
ー
ズ 

◆

絵・文／橋
は し

本
も と

以
い

蔵
ぞ う

◆ 絵画連作 ◆

第二章 ～菊池本城を守る砦～

【
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 

す
が
、こ
の
頃
か
ら
一
族
衰
退
の
兆

し
が
見
え
始
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
後
、文
正
元（
１
４
６
６
）年
に

為
邦
は
家
督
を
重
朝
に
譲
り
隠
居

し
ま
し
た
。

　

戦
い
に
身
を
置
く
日
々
の
一
方
、

為
邦
は
学
問
に
力
を
尽
く
し
て
い

ま
す
。
家
督
を
譲
っ
た
後
は
、菊
池

十
八
外
城
の
一
つ
で
あ
る
亀
尾
城

下
に
隠
棲
し
、日
夜
、仏
教
書『
碧へ

き

巌が
ん

集し
ゅ
う』の
研
究
に
励
み
ま
し
た
。
さ
ら

に
剃
髪
し
て
仏
門
に
入
り
、如じ

ょ

拙せ
つ

伯は
く

巧こ
う

和
尚
を
迎
え
、居
館
を
神し

ん

龍り
ゅ
う

山ざ
ん

碧へ
き

巌が
ん

寺じ

と
し
ま
し
た（
関
連
25
㌻
）。

　

為
邦
の
学
問
が
、い
か
に
深
く
秀

で
て
い
た
か
を
推
察
で
き
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
京
都
・
東
福

寺
で
五
山
の
俊
秀
と
の
誉
れ
高
い
恵え

鳳ほ
う

と
い
う
僧
が
、為
邦
の
文
章
を
見

て「
文
章
の
規
範
で
あ
る
」と
激
賞

し
た
と
い
う
の
で
す
。
と
て
も
残
念

な
こ
と
で
す
が
、為
邦
の
文
章
そ
の

も
の
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

為
邦
は
長
享
2（
１
４
８
８
）年

に
59
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
墓

所
は
為
邦
が
開
い
た
江
月
山
玉
祥

寺（
玉
祥
寺
）に
あ
り
ま
す
。
碧
巌

寺（
前
川
）

に
は
、没
後

２
５
０
年

を
機
に
遺

髪
塔（
分
墓
）

が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。

為邦・重朝の墓（玉祥寺）

語
り
つ
な
ご
う　
平
和
の
バ
ト
ン

地
域
人
権
教
育
指
導
員　
宮み

や

川が
わ

淳じ
ゅ
ん

一い
ち

　台台地の西、比高75メートルの突端高所に築か
れた台城。敵は木野川と内田川が合流した湿地帯
に足を取られ、そこへ城から菊池勢が出撃してこれ
をせん滅するという仕組みです。ここに城主は置か
れず、年ごとに優秀な城番の武将が配置されたと
いいます。

台
うてな

城

空
あ
お
ぎ　
平
和
を
祈
ろ
う

花
房
飛
行
場
あ
と

（
菊
池
ふ
る
さ
と
か
る
た
引
用
）

　

写
真
に
写
っ
て
い
る
の
は
、花
房

飛
行
場
給
水
塔（
富
の
原
中
央
）で
す
。

富
の
原
地
区
に
は
、あ
ち
こ
ち
に
戦

争
の
爪
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。
花
房

飛
行
場
は
正
式
に
は
菊
池
飛
行
場

と
い
い
、戦
時
中
に
陸
軍
の
飛
行
学

校
と
し
て
、１
９
４
０（
昭
和
15
）年
、

花
房
台
地
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

飛
行
場
に
は
、数
多
く
の
練
習
機

や
戦
闘
機
、施
設
が
あ
り
厳
し
い
訓

練
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

終
戦
間
近
の
１
９
４
５（
昭
和
20
）年

5
月
13
日
か
ら
14
日
に
か
け
て
の
大

空
襲
で
ほ
ぼ
全
壊
し
、多
く
の
犠
牲

者
を
出
し
ま
し
た
。

　

戦
後
、給
水
塔
は
こ
の
地
域
の
復

興
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
か
ら
、市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ

20
代 

為た
め

邦く
に

　

19
代
持も

ち

朝と
も

の
嫡
子
で
、父
の
死
去

に
よ
り
家
督
を
相
続
し
、持
朝
に
続

き
筑
後
守
護
と
な
り
、大
友
氏
と
の

領
有
権
争
い
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

寛
正
3（
１
４
６
２
）年
、
8
代
将

軍
足あ

し

利か
が

義よ
し

政ま
さ

は
、そ
れ
ま
で
為
邦
が

持
っ
て
い
た
筑
後
守
護
職
の
う
ち
の

半
分
を
大お

お

友と
も

政ま
さ

親ち
か

に
与
え
ま
す
。
こ

れ
は
肥
後
に
お
け
る
為
邦
の
弱
体
化

を
感
じ
取
っ
た
、幕
府
の
思
惑
が
働

詐
欺
や
悪
質
勧
誘
に

遭
わ
な
い
た
め
の
対
策

　

県
警
の
調
べ
に
よ
る
と
、詐
欺
に

あ
っ
た
人
の
９
割
が「
自
分
は
絶
対

だ
ま
さ
れ
な
い
自
信
が
あ
っ
た
」と

思
っ
て
い
た
と
答
え
て
い
ま
す
。
誰

で
も
詐
欺
に
遭
う
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、詐
欺
の
手
口
を
知
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

❶ 

次
の
単
語
が
出
て
き
た
ら
詐
欺
を

疑
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
電
話
で「
お
金
」の
話
が
出
る

▼ 「
還
付
金
」が
あ
る
の
で「
Ａ
Ｔ
Ｍ
」

へ
行
く
よ
う
誘
導
さ
れ
る

▼ 「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
」を
教
え
て
と
言
わ
れ
る

▼ 「
調
査
す
る
」の
で「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
預
け
て
」と
言
わ
れ
る

❷
詐
欺
電
話
へ
の
対
応

　
オ
レ
オ
レ
詐
欺
や
還
付
金
詐
欺
の

ほ
と
ん
ど
は
、固
定
電
話
に
か
か
っ

て
き
ま
す
。
詐
欺
業
者
は
自
分
の
声

を
録
音
さ
れ
る
の
を
嫌
が
る
傾
向
が

あ
る
の
で
、常
に
留
守
番
電
話
に
設

定
し
て
お
く
か
、「
こ
の
電
話
は
録

音
さ
れ
ま
す
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流

れ
る
防
犯
機
能
付
き
電
話
機
に
す
る

な
ど
の
方
策
が
あ
り
ま
す
。

て
い
ま
す
。
他
に
も
ガ
ソ
リ
ン
貯
蔵

庫
、格
納
庫
、門
柱
な
ど
が
残
っ
て

い
て
、こ
れ
ら
を
見
て
回
る
と
戦
後

の
平
和
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
訓
練
を
積
ん
だ
多
く
の
若
者
た
ち

を
見
送
っ
た
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
が
胸
を
締
め
付
け
ま
す
。
戦
争
は

絶
対
に
起
こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

命
を
軽
ん
じ
る
過
ち
を
二
度
と
繰
り

返
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

歴
史
と
記
憶
を
風
化
さ
せ
な
い

　

戦
後
78
年
が
経
ち
、多
く
の
人
た

ち
の
記
憶
か
ら
悲
惨
な
状
況
が
忘
れ

去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
戦
時

中
の
様
子
を
知
る
人
や
家
族
を
亡
く

し
た
人
た
ち
は
、高
齢
化
し
語
り
継

ぐ
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、飛
行
場
跡
の
施
設
や

資
料
を
後
世
に
残
そ
う
と
有
志
が
知

恵
を
出
し
合
い
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
、「
菊
池
飛
行
場
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」で
す
。
多
く
の
人
に
ぜ
ひ

一
度
訪
れ
て
ほ
し
い
場
所
で
す
。

　
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
事
務
局
の
人
は
、

「
人
の
記
憶
は
時
代
と
と
も
に
忘
れ

去
ら
れ
が
ち
で
す
。
飛
行
場
跡
地
に

い
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
3
年
後
の
寛
正
6（
１
４
６
５
）年
、

為
邦
は
失
っ
た
筑
後
の
所
領
奪
還
の

た
め
、高
良
山
に
兵
を
あ
げ
大
友
親ち

か

繁し
げ

と
戦
い
ま
し
た
が
敗
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
の
戦
い
で
は
、弟
の
為た

め

安や
す

が
討
ち
死
に
し
、残
る
筑
後
地
方
の

半
分
も
大
友
氏
の
手
に
渡
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
武
力
の
低
下
は
内
紛

を
招
く
原
因
と
な
り
、次
男
の
武た

け

邦く
に

が
豊
福（
熊
本
市
南
区
城
南
町
）で

反
乱
を
起
こ
し
ま
し
た
。
こ
の
反
乱

は
嫡
子
重し

げ

朝と
も

に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
ま

　

ま
た
、か
か
っ
て
き
た
電
話
番
号

を
表
示
す
る
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
機
能
を
契
約
す
る
こ
と
で
、知
ら

な
い
番
号
に
は
出
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

❸ 

誰
か
に
必
ず
相
談
す
る

　

詐
欺
業
者
は
、不
安
を
あ
お
り
困

惑
さ
せ
て
、正
し
い
判
断
が
で
き
な

い
状
態
に
し
て
お
金
を
だ
ま
し
取
る

の
が
狙
い
で
す
。
お
金
の
話
が
出
た

ら
一
旦
電
話
を
切
り
、家
族
や
友
人
、

警
察
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

む
さ
し
安
心
コ
ー
ル

　
県
警
で
は
、「
む
さ
し
安
心
コ
ー
ル
」

と
い
う「
電
話
で『
お
金
』詐
欺
」被

害
防
止
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
運
用
し

て
い
ま
す
。
被
害
の
未
然
防
止
や
拡

大
防
止
を
図
る
た
め
、詐
欺
の
手
口

や
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

　
む
さ
し
安
全
コ
ー
ル
は
相
談
窓
口

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、相
談
の
場

合
は
左
記
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■ 「
電
話
で『
お
金
』詐
欺
」

　
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
９
６（
３
８
１
）２
５
６
７

残
さ
れ
た
戦
争
遺
跡
を
見
て
、当
時

そ
こ
で
生
活
し
て
い
た
人
の
話
を
聞

く
こ
と
に
よ
り
、戦
争
が
あ
っ
た
事

実
を
知
る
。
こ
れ
に
よ
り
、平
和
の

大
切
さ
を
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
特
に
、若
い
人
た

ち
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
後
世
に

伝
え
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
私
た

ち
大
人
に
は
、こ
れ
か
ら
の
時
代
を

生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、平
和
の
バ

ト
ン
を
渡
し
て
い
く
と
い
う
大
き
な

責
任
が
あ
る
と
考
え
ま
す
」と
、熱

く
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

飛
行
場
の
見
学
は
、事
前
に
予
約

を
す
れ
ば
、時
間
を
か
け
て
遺
跡
を

見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

戦
争
は
最
大
の
人
権
侵
害

　
広
島
や
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ

た
日
で
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、身
近
に

あ
る
戦
争
遺
跡
に
関
心
を
持
っ
た
り

歴
史
を
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
次
の

世
代
へ
の
バ
ト
ン
と
な
る
の
で
す
。

　
未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
残
す
も
の

が
あ
る
と
し
た
ら
、戦
争
や
差
別
の

な
い
社
会
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

昨年は午前中に川祭りが行われた後、
雨乞太鼓を奉納しました。今年は7月
16日㈰午前11時から奉納される予定
です

小ばちのリズムに合わせて大ばちを打
ち込みます。5、6人で交代に叩き続け、
1回打ち終わるまでに20分程かかり、
これを何回も繰り返します

　
泗
水
町
住
吉
の
住
吉
日
吉
神
社
で

行
わ
れ
る
雨
乞
い
の
た
め
の
太
鼓
で

す
。
菊
池
川
流
域
の
雨
乞
い
習
俗
と

し
て
日
本
遺
産
の
構
成
文
化
財
の
一

つ
に
も
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
約
５
６
０
年
以
上
前
に
こ
の
地
を

治
め
て
い
た
合こ

う

志し

隆た
か

門か
ど

が
、干
ば
つ

に
よ
り
住
民
が
苦
し
む
の
を
見
て
、

災
難
を
救
お
う
と
神
社
の
神
前
に
軍

門
の
太
鼓
を
用
い
て
三
日
三
晩
打

ち
通
し
、雨
乞
い
を
し
た
こ
と
に
由

来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
来
、

氏
子
総
出
で
祈
願
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
伝
わ
り
、現
在
は
7
月
20
日
前

後
の
日
曜
日
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
太
鼓
組
と
し
て
数
人
で
受
け
継
が

れ
て
い
ま
し
た
が
、後
継
者
育
成
の

た
め
、昭
和
58
年
に
住
吉
日
吉
神
社

雨
乞
太
鼓
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、現

在
14
人
の
会
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
隆
門
の
頃
よ
り
伝
わ
る
と
さ
れ
る

太
鼓
は
、直
径
１
１
５
㌢
、厚
さ
65

㌢
、重
さ
80
㌕
の
牛
の
皮
が
張
ら
れ

た
大
太
鼓
で
、本
番
4
日
前
に
男
性

7
人
が
か
り
で
運
び
、練
習
が
行
わ

れ
ま
す
。
以
前
は
境
内
の
立
ち
木
に

結
び
付
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
太
鼓

は
、現
在
は
特
注
の
叩
き
台
に
紐
で

吊
り
下
げ
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
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