
第10回夫婦の手紙・絵手紙展
期　間　～１月30日㈮
　本年度応募作品を全て展示します。他にも第２回からの
作品もご覧いただけます（ファイル保管）。

常設コーナー
　菊池にゆかりある人物や歴史を紹介しています。世界的
に有名な具象派画家バルテュスのリトグラフ作品や菊池一
族の歴史の一部のジオラマなどご覧ください。

平成 27年度の展示室の申し込みを受け付けています
　利用料金は１日1,600円です。詳しくはお尋ねください。
足湯のある美術館で作品を展示してみませんか。
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こ
ん
に
ち
は
金キ
ム

で
す

韓
国
の
大
衆
お
や
つ
　
ト
ッ
ポ
キ
　

　
最
近
は
日
本
で
も
良
く
知
ら
れ
て

い
る
ト
ッ
ポ
キ
。
そ
の
歴
史
は
か
な

り
古
い
。
朝
鮮
時
代
に
は
始
終
、
王

家
と
貴
族
の
食
べ
物
と
し
て
登
場
す

る
。
当
時
は
庶
民
が
簡
単
に
食
べ

る
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
食
べ
物

だ
っ
た
。
も
と
も
と
宮
中
で
発
達
し

た
ト
ッ
ポ
キ
は
宮
廷
ト
ッ
ポ
キ
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
醤
油
に
漬
け
た
牛
肉

を
餅
と
一
緒
に
炒
め
て
作
っ
た
の
で
、

今
の
よ
う
に
辛
く
は
な
か
っ
た
。

　
現
代
、
韓
国
で
好
ん
で
食
べ
ら
れ

て
い
る
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
ト
ッ
ポ
キ
は

朝
鮮
戦
争
直
後
に
開
発
さ
れ
た
食
べ

物
だ
が
、
そ
の
誕
生
に
関
す
る
明
確

な
記
録
は
な
い
。
一
説
に
よ
れ
ば
、

１
９
５
３
年
、
マ
・
ボ
ク
リ
ム
と
い

う
女
性
が
中
国
飲
食
店
で
ト
ッ
ポ
キ

餅
を
誤
っ
て
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ン
麺
の
タ

レ
に
落
と
し
た
が
、
そ
れ
を
食
べ
て

み
た
ら
お
い
し
か
っ
た
の
で
コ
チ
ュ

ジ
ャ
ン
味
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
ト
ッ
ポ
キ
の
大
衆
化
は
朝
鮮

戦
争
以
後
、
救
護
物
資
と
し
て
ア
メ

リ
カ
か
ら
入
っ
て
来
た
メ
リ
ケ
ン
粉

と
、
１
９
６
０
年
代
末
か
ら
本
格
化

し
た
粉
食
奨
励
運
動
に
影
響
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
１
９
７
０
年
代
か

ら
は
、
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
で
甘
辛
く
し

た
ト
ッ
ポ
キ
が
一
般
的
な
ト
ッ
ポ
キ

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
ト
ッ
ポ
キ
は
、
米
餅
を
小
麦
粉

餅
に
、
醤
油
味
か
ら
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン

味
に
変
わ
り
な
が
ら
大
衆
の
お
や
つ

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
ト
ッ
ポ
キ
は
家
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
る
。
材
料
は
ト
ッ
ポ
キ
餅
、
コ

チ
ュ
ジ
ャ
ン
、 

唐
辛
子
粉
、
水
飴
、
醤

油
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
タ
マ
ネ
ギ
、
長
ネ

ギ
、 

ニ
ン
ニ
ク
の
み
じ
ん
切
り
、 

イ
ワ

シ
、
昆
布
、 

か
ま
ぼ
こ
な
ど
を
準
備
す

る
。
作
り
方
は
、
①
水
に
イ
ワ
シ
と

昆
布
を
入
れ
て
沸
か
し
出
汁
を
作
る
。

②
出
汁
に
コ
チ
ュ
ジ
ャ
ン
、
唐
辛
子

粉
、
水
飴
、
ニ
ン
ニ
ク
の
み
じ
ん
切
り
、

醤
油
を
交
ぜ
タ
レ
を
作
る
。
③
か
ま

ぼ
こ
、
長
ネ
ギ
、
タ
マ
ネ
ギ
、
キ
ャ

ベ
ツ
を
切
っ
て
お
く
。
④
大
き
な
鍋

に
全
て
の
材
料
を
入
れ
、
②
の
タ
レ

を
注
い
で
沸
か
す
。
⑤
餅
が
煮
え
る

ま
で
よ
く
炒
め
る
。
⑥
お
皿
に
盛
る
。

　
こ
の
他
に
も
チ
ー
ズ
ト
ッ
ポ
キ
、

ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ン
ト
ッ
ポ
キ
な
ど
も
あ

る
。
最
近
は
韓
食
の
世
界
化
推
進
に

よ
り
高
級
化
、
多
様
化
、
ブ
ラ
ン
ド

化
も
進
ん
で
い
る
。
今
年
の
冬
は
家

族
で
こ
の
辛
く
て
甘
い
コ
チ
ュ
ジ
ャ

ン
ト
ッ
ポ
キ
を
作
っ
て
み
る
の
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。

木
と
ふ
れ
あ
う
自
然
体
験
の
紹
介
　

　
生
活
の
中
で
上
手
に
木
材
を
生
か
し

て
い
た
生
活
は
、
す
っ
か
り
昔
の
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
自
然
の
恵

み
を
感
じ
る
「
木
の
あ
る
暮
ら
し
」
を

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館
に
は
、

里
山
の
間
伐
材
を
有
効
利
用
し
た
ま
き

割
り
体
験
や
、
そ
の
ま
き
を
使
っ
て
石

窯
で
ピ
ザ
を
焼
い
た
り
、
羽
釜
を
使
っ

て
ご
飯
を
炊
い
た
り
、
蔵
に
あ
る
ま
き

ス
ト
ー
ブ
に
火
を
灯
す
体
験
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
昔
の
生
活
に
は
欠
か
せ
な

い
竹
を
活
用
し
て
、
竹
と
ん
ぼ
、
竹
箸
、

竹
馬
や
竹
籠
な
ど
竹
を
使
っ
た
木
工
体

験
や
、
大
人
も
子
ど
も
も
木
登
り
を
安

全
に
楽
し
め
る
森
の
ぶ
ら
ん
こ
（
ツ

リ
ー
イ
ン
グ
）
な
ど
木
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
ま
す
。

　
木
と
ふ
れ
あ
い
・
木
を
使
い
・
木
を

知
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
木
の
あ
る

暮
ら
し
を
感
じ
、
ま
た
私
た
ち
の
環
境

に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま

す
。
皆
さ
ん
も
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ
先

　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館

　
☎
０
９
６
８（
27
）０
１
０
２

ふ
る
さ
と
緑
の
便
り

菊
池
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

「ある日あの時」二人展　　徳永尚美・鶴長広志
期　間　～１月 18日㈰
　カメラ屋さんで知り合って４年、菊池応援隊５・８会の
仲間による写真展です。

原式おし花菊池グループ展　菊池仁美
期　間　１月 20日㈫～２月１日㈰
　野に咲く可憐な花たちに語りかけながら額の中で今一度
の命を、と心を込めて創作しました。

まちかど資料館企画展「菊池市の六地蔵菩薩展」
期　間　～３月 29日㈰
　県内にはおよそ 400 基の六地蔵があるとされています。
戦乱が続いた室町後期から地蔵菩薩に対する信仰が高まり、
救済の手を伸ばしてくれる菩薩として祭られました。その
六地蔵菩薩の中から、いくつかの形式、種類などを紹介し
ていきます。

問い合わせ先　わいふ一番館　☎0968（24）6630 問い合わせ先　菊池夢美術館　☎0968（23）1155

開館時間　午前９時～午後５時 30分
※ 12 月 29 日㈪～平成 27年１月３日㈯の年末年始期間中
は午前10時～午後４時※休館日：月曜日 （祝日の場合は翌日）

ピザ作り

羽釜でご飯
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「
み
ん
な

　
呪
っ
て
や
る
！
」

　
自
ら
の
携
帯
電
話
に
こ
う
書
き
残
し

て
、
中
学
一
年
生
の
少
女
が
ビ
ル
の
七

階
か
ら
投
身
自
殺
を
し
ま
し
た
。
ソ
ー

シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ

Ｎ
Ｓ
）
と
い
う
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
無
料
利

用
で
き
る
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
友
達
か

ら
無
視
さ
れ
、
仲
間
は
ず
し
な
ど
を
さ

れ
た
結
果
の
悲
し
い
出
来
事
で
す
。
同

じ
よ
う
な
事
件
が
、熊
本
県
で
も
発
生
、

大
切
な
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
今
、
子

ど
も
た
ち
の
人
権
問
題
で
、
深
刻
な
悩

み
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
ネ
ッ
ト
い

じ
め
」
と
い
う
、
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ

ン
を
通
じ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
人

権
侵
害
の
問
題
で
す
。

　「
塾
帰
り
の
安
全
」
や
「
仲
間
や
友

達
か
ら
孤
立
し
な
い
よ
う
に
」
と
持
つ

こ
と
に
同
意
し
た
は
ず
の
携
帯
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
が
、
子
ど
も
を
危
険
に
さ
ら

し
た
り
、
子
ど
も
の
人
間
関
係
を
壊
し

た
り
し
て
し
ま
う
結
果
に
も
な
る
こ
と

を
、
私
た
ち
周
り
の
大
人
は
、
も
っ
と

深
刻
な
問
題
と
し
て
自
覚
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
平
成
26
年
３
月
、
内
閣
府

が
発
表
し
た
「
青
少
年
の
携
帯
電
話
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
所
有
状
況
」
に
よ

る
と
、
小
学
生
36
・
６
％
、
中
学
生

51
・
９
％
、
高
校
生
で
は
97
・
２
％
と

い
う
割
合
で
ケ
ー
タ
イ
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
所
有
し
て
い
る
実
態
が
あ
り

ま
す
。
し
か
も
、
パ
ソ
コ
ン
と
ほ
ぼ
同

じ
機
能
を
持
つ
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
所

有
が
大
半
を
占
め
る
状
況
に
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
情
報
機
器
が
、
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
便
利
こ
の
上
な
い
ツ
ー

ル
（
道
具
、
手
段
）
で
あ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
が

ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
、
持
ち
主
で
あ

る
子
ど
も
た
ち
も
保
護
者
も
き
ち
ん
と

理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

① 

有
害
な
情
報
や
う
そ
の
情
報
に
子
ど

も
た
ち
が
近
付
く
危
険
が
あ
り
ま

す
。
出
会
い
系
サ
イ
ト
な
ど
を
と
お

し
て
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
命

を
奪
わ
れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
ま
す
。

② 

発
信
元
が
分
か
ら
な
い
匿
名
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
無
責
任
な
書
込
み
や

情
報
発
信
が
問
題
を
ま
ね
く
と
と
も

に
、「
ネ
ッ
ト
い
じ
め
」
の
原
因
と

も
な
っ
て
い
ま
す
。

③ 

長
い
時
間
の
機
器
使
用
で
、
生
活
時

間
に
影
響
が
出
た
り
、
学
習
時
間
を

確
保
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　
大
切
な
子
ど
も
た
ち
を
こ
の
よ
う
な

危
険
に
さ
ら
さ
な
い
た
め
に
も
、
私
た

ち
大
人
は
、
も
っ
と
子
ど
も
た
ち
の

問
い
合
わ
せ
先

　
人
権
啓
発
課

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
９

ケ
ー
タ
イ
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
つ
い

て
知
識
を
深
め
、
よ
り
良
い
機
器
利
用

に
つ
い
て
指
導
し
、
方
向
付
け
て
い
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
に

ケ
ー
タ
イ
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
い
っ

た
機
器
を
持
た
せ
る
場
合
、
子
ど
も
と

十
分
話
し
合
い
、
使
い
方
の
ル
ー
ル
を

つ
く
り
、
業
者
に
依
頼
し
て
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
に
よ
る
有
害
情
報
の
遮
断
を
必

ず
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
の
日
常
に
つ
い
て
関
心
を
深
く
し
、

ど
こ
か
元
気
が
な
か
っ
た
り
、
ふ
さ
ぎ

込
ん
だ
り
な
ど
、
日
頃
の
様
子
と
変
わ

り
が
見
ら
れ
た
ら
、
子
ど
も
の
話
を
よ

く
聞
き
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
学
校
や
地

元
警
察
署
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
絡
を

取
っ
て
改
善
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

　
子
ど
も
た
ち
が
快
適
で
明
る
く
、
元

気
な
毎
日
を
過
ご
す
よ
う
に
す
る
こ
と

は
、
私
た
ち
大
人
の
大
切
な
役
割
で
あ

り
責
任
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
企
画
振
興
課

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
５
０

　
天
台
沙
門
證
慶
法
印
に
よ
っ
て
天

慶
元
年
（
９
３
８
年
）
に
開
基
さ
れ

ま
し
た
。
天
台
宗
延
暦
寺
正
覚
院
の

末
寺
で
菊
池
五
山
（
征
西
将
軍
懐
良

親
王
の
命
に
よ
り
第
15
代
菊
池
武
光

公
が
京
都
五
山
に
な
ら
っ
て
定
め
た

と
さ
れ
る
）
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

輪わ

足た
る

山ざ
ん

東と
う

福ふ
く

寺じ

ざ

55

112

　
菊
池
一
族
が
聖
護
寺
に
行
く
際
の

休
憩
寺
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
寺
の
東
側
斜
面

に
墨
染
め
桜
が
あ
り
、
桜
の
脇
に
菊

池
氏
第
14
代
武
士
公
が
読
ん
だ
墨
染

め
桜
の
歌
碑
が
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。

参
道
に
は
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
か
ら

残
る
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

（
県
指
定
文
化
財
）

が
あ
り
ま
す
。

寺て
ら

尾お

野の

大だ
い

圓え
ん

寺じ

と
墨
染
め
桜

認定番号第特別H25-1 号
推薦者　亘区

認定番号第ふるさとH25-6号
推薦者　寺小野区

ケ
ー
タ
イ
・
ス
マ
ホ
と
子
ど
も
の
人
権

地
域
人
権
教
育
指
導
員

　
池い

け

田だ

一か
ず

男お

本
堂
、
仏
塔
９
基
は
菊
池
市
指
定
文

化
財
で
す
。
ご
本
尊
は
千
手
観
音
立

像
で
、
不
動
明
王
立
像
や
毘
沙
門
天

立
像
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
熊
本
県
指

定
文
化
財
で
す
。

　
開
基
以
来
、
大だ

い

僧そ
う

正じ
ょ
う

・
大だ

い

僧そ
う

都ず

な

ど
の
位
の
高
い
僧
侶
が
京
都
か
ら
訪

れ
、
天
暦
元
年
（
９
７
０
年
）
に
は

皇
室
の
勅
願
所
と
な
り
ま
し
た
。
東

福
寺
７
代
秀
吉
大
和
尚
の
と
き
、
菊

池
則
隆
公
が
郡
司
と
な
り
、
そ
れ
以

来
、
菊
池
氏
の
助
力
を
得
て
菩
提
寺

と
な
り
ま
し
た
。
境
内
に
は
菊
池
一

族
武
将
や
高
僧
の
墓
、
供
養
塔
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
９
月
１
日
に
は
東
福
寺
歴
代

住
職
・
菊
池
一
族
千
人
塚
供
養
祭
が

行
わ
れ
ま
す
。
３
月
18
日
に
は
お
観

音
様
御
命
日
祭
と
釈
迦
涅ね

槃は
ん

像
、
菊

池
家
25
代
の
御
開
帳
が
あ
り
ま
す
。
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