
菊
池
盆
地
の
神
々
の
足
跡

パ
ー
ト
２
シ
リ
ー
ズ
④ 

　

古
代
湖
「
茂
賀
の
浦
」
の
水
が
引

き
始
め
る
と
、
菊
池
盆
地
内
に
人
々

が
住
み
始
め
た
。
菊
池
に
船
で
来
た

神
々
が
最
初
に
上
陸
し
た
と
こ
ろ
に

は
神
社
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
先
月
号

で
「
八
幡
神
社
」
の
分
布
が
、
古
代

湖
「
茂
賀
の
浦
」
の
周
囲
に
あ
る
こ

と
を
紹
介
し
た
が
、
貴
船
神
社
・
六

殿
宮
・
北
宮
神
社
な
ど
の
神
社
も

「
茂
賀
の
浦
」
の
湖
岸
に
立
地
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
神
々
の
最
初
の

お
立
ち
地
点
に
神
社
が
立
て
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

菊
池
川
流
域
の
神
社
の
数
を
多
い

ほ
う
か
ら
順
に
見
る
と
、
い
ち
ば
ん

多
い
の
が
菅
原
神
社
の
２
９
７
社
で
、

次
い
で
熊
野
神
社
、
八
幡
神
社
、
日

吉
神
社
、
阿
蘇
神
社
、
八
坂
神
社
の

順
と
な
っ
て
い
る
。
菅
原
神
社
は
、

大
宰
府
の
菅
原
天
満
宮
か
ら
の
勧
請

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
菅
原
道
真

公
を
祭
る
だ
け
で
な
く
、
古
く
か
ら

の
天
神
信
仰
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
「
犬
猿
の
仲
」
と
言
わ
れ
る

が
、
菅
原
神
社
に
は
、
ど
こ
も
狛
犬

（
犬
）
と
猿
田
彦
（
猿
）
が
仲
良
く

祭
ら
れ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。

い
ろ
い
ろ
な
神
々
を
仲
良
く
祭
る
と

こ
ろ
が
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」
と
し
て

奥
ゆ
か
し
い
。

　

ま
た
、
菊
池
盆
地
に
は
、
下
梶
屋
神

お
わ
び
と
訂
正

　

広
報
き
く
ち
６
月
号
22
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
た
古
代
ロ
マ
ン
シ
リ
ー
ズ
で

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
次

の
と
お
り
で
す
。

誤　

勘
定　

正　

勧
請

　

お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

社
を
始
め
海
神
神
社
が
４
社
あ
り
内

陸
部
ま
で
海
洋
民
族
が
住
み
着
い
た

証
拠
で
あ
り
、
菊
池
か
ら
山
鹿
に
か

け
て
の
南
船
系
の
古
代
国
家
「
狗
奴

国
」を
想
定
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

大
芝
英
雄
氏
は
、
「
狗
奴
国
」
の
別
名

を
邪
馬
嘉
国
（
山
鹿
市
）
と
し
、
そ

の
男
王
を
狗
古
智
卑
狗
（
菊
池
彦
）
と

見
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

菊
池
の
古
代
史
研
究　
　

中
原　

英

泗
水
西
小
学
校
６
年

　
　
　
　
　
　
　
山
﨑
裕
生

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       
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友
だ
ち
の
大
切
さ

　

４
年
生
の
こ
ろ
、
ぼ
く
は
、
「
友

だ
ち
な
ん
て
い
ら
な
い
。
」
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。す
ぐ
け
ん
か
を
し
て
、

打
て
ば
か
い
け
つ
す
る
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
親
友
が
で
き
る

ど
こ
ろ
か
、
友
だ
ち
す
ら
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
ぼ
く
は
い
つ
の
ま
に

か
「
学
校
に
行
っ
て
も
つ
ま
ら
な

い
。
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
５
年

生
に
な
っ
て
、
習
い
事
に
通
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
他
の
小

学
校
の
人
た
ち
か
ら
へ
た
く
そ
と
言

わ
れ
た
り
、
け
ら
れ
た
り
し
て
い
じ

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
「
友
だ
ち
な
ん
か
い
ら
な

い
。
」
と
思
っ
て
い
た
心
が
だ
ん
だ

ん
消
え
、
友
だ
ち
が
い
た
ら
助
け
て

く
れ
る
か
も
と
思
う
よ
う
に
な
り
、

で
き
る
だ
け
友
だ
ち
を
つ
く
ろ
う
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

少
し
ず
つ
友
だ
ち
が
で
き
る
と
、

習
い
事
で
も
い
じ
め
ら
れ
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
友
だ
ち
は

い
つ
も
力
に
な
っ
て
く
れ
る
と
知
り

ま
し
た
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
友
だ
ち

を
つ
く
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
他
の
小
学
校
の
人
と
も
、
友
だ

ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
友

だ
ち
の
つ
く
り
方
の
こ
つ
が
だ
ん
だ

ん
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
め

は
、
自
分
か
ら
話
し
か
け
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
め
は
相
手
の

こ
と
を
よ
く
知
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
お
か
げ
で
友
だ
ち
が
い
っ

ぱ
い
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
親

友
が
二
人
で
き
、
と
っ
て
も
仲
良
く

な
っ
て
、
ぼ
く
た
ち
は
い
つ
も
遊
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ぼ
く
た
ち
は

よ
い
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。
試

合
で
会
う
と
、
三
人
で
、
「
今
日
は

勝
つ
。
」
と
思
い
な
が
ら
試
合
を
し

て
い
ま
す
。
い
つ
も
本
気
の
勝
負
を

し
て
い
ま
す
。

　

九
月
に
な
っ
て
、
学
校
行
事
が
あ

り
ま
し
た
。
他
の
学
校
の
人
も
い
ま

し
た
。
最
初
は
何
人
友
だ
ち
が
で
き

る
か
と
っ
て
も
不
安
で
し
た
。
だ
け

ど
、
同
じ
班
の
友
だ
ち
と
も
仲
良
く

な
り
、
ま
た
、
仲
良
く
な
っ
た
友
だ

ち
の
学
校
の
人
と
も
仲
良
く
な
り
ま

し
た
。
山
登
り
も
あ
り
ま
し
た
。
一

番
最
初
に
仲
良
く
な
っ
た
友
だ
ち
と

力
を
合
わ
せ
、
協
力
し
あ
い
な
が
ら

山
を
登
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
行

事
を
通
し
て
、
十
人
以
上
の
友
だ
ち

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
さ
ら

に
二
人
親
友
が
で
き
ま
し
た
。
ぼ
く

は
、
初
め
て
こ
ん
な
に
大
人
数
の
人

と
仲
良
く
な
り
ま
し
た
。
親
友
も
ふ

え
、
ぼ
く
に
と
っ
て
大
切
な
日
に
な

り
ま
し
た
。

　

友
だ
ち
が
で
き
は
じ
め
て
か
ら
は
、

今
ま
で
の
自
分
が
な
さ
け
な
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
自

分
の
気
持
ち
し
だ
い
で
、
友
だ
ち
を

い
っ
ぱ
い
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と

わ
か
っ
た
か
ら
で
す
。
友
だ
ち
が
で

き
て
ぼ
く
は
、
学
校
が
楽
し
く
な
り
、

自
分
に
自
信
が
持
て
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

ぼ
く
は
友
だ
ち
が
い
っ
ぱ
い
で
き

て
自
信
が
つ
き
ま
し
た
。
友
だ
ち
を

大
切
に
す
る
と
自
分
に
い
や
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
助
け
て
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。
逆
に
、
友
だ
ち
が
い
や
な
め

に
あ
っ
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に
行
っ
て

は
げ
ま
そ
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
で
き
た
友
だ
ち
は
、
ぼ
く
の

に
ぎ
や
か
な
話
し
相
手
に
な
っ
て
く

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
も
っ

と
友
だ
ち
を
つ
く
り
、
よ
り
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
菊
池
遺
産
③

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
振
興
課　
☎（
25
）７
２
５
０

伝
統
料
理
菓
子
と
じ
こ
ま
め

菊
池
温
泉
１
号
井せ
い

風
呂
場・給
湯
施
設

慰
霊
塔

　

と
じ
こ
ま
め
は
、
菊
池
地
方
で
お

祭
り
や
お
祝
い
事
の
行
事
食
と
し
て
、

ま
た
お
や
つ
と
し
て
、
地
元
の
食
材

を
使
用
し
て
作
ら
れ
て
い
た
伝
統
料

理
菓
子
で
す
。
か
ま
ぼ
こ
の
よ
う
に

輪
切
り
に
し
て
食
べ
ま
す
。

　

作
り
方
は
、
菊
池
地
方
で
も
多
様

な
作
り
方
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
小

麦
粉
と
も
ち
粉
と
水
を
混
ぜ
て
火
に

か
け
、
黒
砂
糖
と
な
た
ね
油
と
塩
を

加
え
な
が
ら
練
り
上
げ
ま
す
。
次
に

大
豆
を
煎
り
加
え
ま
す
。
最
後
に
、

適
当
な
量
に
切
り
分
け
た
あ
と
、
形

を
整
え
、
せ
い
ろ
に
入
れ
て
蒸
し
あ

げ
ま
す
。

観
寺
守
山
１
１
２
５
の
地
で
起
工
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
帯
は
、
桑
畑

と
梨
畑
で
し
た
が
、
10
月
28
日
に
深

度
２
４
６
ｍ
、
地
下
温
度
45
・
３
℃

で
掘
削
工
事
を
完
了
し
、
仮
設
の
浴

場
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
29
年
11

月
３
日
に
は
、
浴
場
開
き
が
行
わ

れ
、
「
隈
府
温
泉
」
と
命
名
さ
れ
ま

し
た
。
入
浴
料
は
大
人
10
円
、
子
ど

も
５
円
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
公
衆
浴
場
を
併
設
し
た

「
隈
府
会
館
」
が
建
設
さ
れ
、
仮
設

浴
場
の
使
命
は
終
了
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
昭
和
37
年
に
は
、
「
菊
池
温

泉
」
と
改
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

菊
池
温
泉
１
号
井
は
、
菊
池
温
泉

の
発
祥
の
地
で
す
。
隈
府
町
商
工
会

特
別
委
員
会
で
、
温
泉
掘
削
が
決
定

さ
れ
、
昭
和
29
年
６
月
26
日
、
東
正

　

花
房
台
地
に
あ
る
菊
池
（
花
房
）

飛
行
場
跡
地
に
は
、
駐
屯
し
て
い
た

菊
池
通
信
教
育
隊
の
遺
産
が
あ
り
、

戦
時
中
に
少
年
飛
行
兵
が
使
用
し
て

い
た
風
呂
場
、
給
湯
施
設
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

終
戦
後
、
富
の
原
に
入
植
し
た
開

拓
者
達
に
お
い
て
、
少
年
飛
行
兵
ら

38
人
の
霊
を
慰
め
る
べ
く
、
昭
和
26

年
、
慰
霊
塔
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
32
年
か
ら
は
、
小
飛
会
・
戦
友

会
な
ど
と
区
民
を
あ
げ
て
の
年
１
回

の
合
同
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
昭
和
62
年
に
30
周
年
を

記
念
し
て
、
現
在
の
自
然
石
に
建
て

替
え
ら
れ
ま
し
た
。

菊池遺産認定第ふるさと
H21-4 号
推薦者　
菊池菓子工業組合

菊池遺産認定第ふるさと
H21-5 号
推薦者　菊池温泉観光旅
館協同組合

菊池遺産認定第ふるさと
H21-7 号
推薦者　花房飛行場の戦争
遺産を未来につたえる会

菊池遺産認定第ふるさとH21-6 号
推薦者　花房飛行場の戦争遺産を未来につたえる会

　

14
回
目
の
今
回
は
「
韓
国
の
土
葬

文
化
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

菊池市役所
国際観光マネージャー
金　相廷さん

韓
国
発
見
シ
リ
ー
ズ
⑭

こ
ん
に
ち
は
金キ

ム
で
す

　

数
年
前
、
韓
国
の
あ
る
大
企
業
の

会
長
の
火
葬
が
話
題
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
遺
言
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た

が
、
国
民
に
火
葬
を
奨
励
す
る
た
め

の
こ
と
だ
っ
た
と
言
う
。
彼
は
生
前

「
私
の
遺
体
は
火
葬
し
、
立
派
な
火

葬
施
設
を
作
り
、
社
会
に
寄
贈
し
て

葬
墓
文
化
改
善
に
努
力
し
て
く
だ
さ

い
」
と
頼
ん
だ
。

　

日
本
と
は
違
い
、
韓
国
で
は
土
葬

に
よ
る
弊
害
が
度
々
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
土
葬
文
化
は
狭
い
国
土
を
蚕
食

す
る
の
で
、
社
会
的
な
問
題
だ
。
旧

保
健
福
祉
部(

日
本
の
厚
生
省)

に
よ
る

と
１
９
９
７
年
末
現
在
、
韓
国
内
全

体
の
墓
地
は
約
１
、
９
９
８
万
余
に

推
定
さ
れ
る
と
言
う
。
全
国
の
学
校

用
地
の
４
倍
、
工
場
用
地
の
２
倍
を

超
え
る
規
模
だ
。
ま
た
、
毎
年
鞠
智

城
の
約
５
倍
（
２
・
３
㎞２

）
ほ
ど
の

大
き
さ
の
国
土
が
墓
地
に
蚕
食
さ
れ

て
い
る
。
国
民
１
人
当
り
の
住
宅
面

積
が
６
坪
に
及
ば
な
い
の
に
対
し
、

墓
地
一
つ
の
平
均
面
積
は
15
坪
を
超

す
状
況
で
あ
る
。

　

土
葬
は
祖
先
崇
拝
思
想
と
密
接
に

結
ば
れ
、
韓
国
の
人
々
は
祭
祀
と
と

も
に
墓
を
と
て
も
重
要
視
す
る
。
墓

地
を
選
ぶ
時
に
は
風
水
地
理
説
に
よ

り
、
日
向
で
見
晴
ら
し
の
良
い
所
を

選
ぶ
。
お
金
持
ち
は
先
祖
の
墓
に

大
変
お
金
を
か
け
高
級
に
飾
り
つ

け
る
。
そ
の
よ
う
な
行
動
意
識
の
中

に
は
先
祖
が
子
孫
を
立
派
な
人
物
に

な
る
よ
う
守
っ
て
く
れ
る
と
か
豊
か

に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
助
け
て
く
れ
る

と
い
う
考
え
が
あ
る
。
例
え
ば
、
韓

国
人
の
中
に
は
「
先
祖
さ
ま
の
お
か

げ
で
」
、
「
先
祖
さ
ま
の
恩
徳
で
」

と
言
う
人
が
い
る
。
彼
ら
は
現
在
の

幸
せ
が
先
祖
か
ら
の
祝
福
に
よ
る
と

思
う
か
ら
だ
。
も
し
、
先
祖
崇
拝
を

怠
る
と
子
孫
に
罰
が
当
た
り
、
家
系

が
亡
び
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
。
そ

れ
で
、
祭
祀
を
大
切
に
し
た
り
墓
地

の
管
理
を
徹
底
的
に
す
る
。
20
余
年

前
、
当
時
の
大
統
領
が
先
祖
の
陰
徳

で
大
統
領
に
な
っ
た
と
言
い
、
先
祖

の
墓
を
大
き
く
飾
り
た
て
国
民
の

顰ひ
ん
し
ゅ
く
蹙
を
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

最
近
あ
る
新
聞
社
が
「
あ
な
た
は

ど
ん
な
葬
式
を
希
望
す
る
か
」
と
い

う
質
問
に
対
し
、
48
・
１
％
の
人
が

火
葬
で
一
番
多
く
、
土
葬
28
・
５
％
、

考
え
た
事
が
な
い
が
23
・
４
％
だ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
を
見
る
時
、

韓
国
で
は
ま
だ
火
葬
文
化
へ
の
理
解

は
徹
底
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

水次神社の狛犬と猿田彦
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