
家
庭
料
理
大
集
合
・
食
の
文
化
祭

　
昔
な
が
ら
の
行
事
食
や
地
域
に
伝
わ

る
伝
統
的
な
料
理
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

味
は
子
や
孫
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
か
。
菊
池
の
食
を
見
つ
め
直
し
、

家
庭
料
理
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
イ
ベ

ン
ト
が
「
水
源　
食
の
文
化
祭
」
で
す
。

　
各
地
域
の
婦
人
部
や
グ
ル
ー
プ
な
ど

が
地
域
の
味
や
伝
統
料
理
、
創
作
料
理

を
持
ち
寄
る
文
化
祭
は
、
今
年
で
９
回

目
。
昨
年
は
57
種
類
の
料
理
や
お
弁
当

で
会
場
が
彩
ら
れ
ま
し
た
。
展
示
・
試

食
だ
け
で
な
く
、
地
域
交
流
も
行
わ
れ

る
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
地
域
の
食
を
見
つ
め
、
次
の
世
代
に

受
け
継
ぐ
食
の
文
化
祭
に
参
加
し
ま
せ

ん
か
。

と
　
き　
12
月
１
日
㈰

　
　
　
　
午
後
１
時
～
３
時
（
予
定
）

と
こ
ろ　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流

館
体
育
館

参
加
料　
１
人
５
０
０
円

　
　
　
　
小
学
生
以
下
は
無
料

問
い
合
わ
せ
先

　

き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館
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ふ
る
さ
と
緑
の
便
り

菊
池
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

わいふ一番館だより

私の人物写真の世界　田中栄一　
期　間　11 月 6 日㈬～ 17 日㈰
　今までに撮りためた人物写真の中から選んだ写真を展示
しますので、どうぞご覧ください。
彩りの会　絵画展　彩りの会
期　間　11 月 19 日㈫～ 12 月１日㈰
　合志市で毎週水曜日に勉強会を行っています。イキイキ
と楽しみながらをモットーに、それぞれが輝ける会であり
たいです。

【まちかど資料館・企画展示室】
菊池市の巨樹・名木展～菊池市の歴史を観続けてきた巨樹
がここに生きている～
期　間　～ 12 月１日㈰
　菊池高校正門の脇にたたずみ、樹齢 650 年を誇る椋の巨
木「将軍木」、菊池氏 14 代武士公の詩にまつわる寺小野の

「墨染桜」、上霍神社とも呼ばれる七城町辺田の「妙見の樟」
など、菊池には歴史ある古木・名木が数多く残されています。
今回はその一部をご紹介します。

問い合わせ先　わいふ一番館　☎0968（24）6630

※休館日：月曜日 （祝日の場合は翌日）

問い合わせ先　菊池夢美術館　☎0968（23）1155
第９回　女性の手しごと展
期　間　～ 11 月 10 日㈰
　県内の女性作家 10 人が集まって自慢の作品を展示、販
売します。（古布作品・陶器・トールペイント・アクセサリー
など、創造の世界が広がります）

三嶋天鴻グループ菊池書展
期　間　11 月 12 日㈫
　　　　　　～ 18 日㈪　
　菊池の豊かな自然や名所・旧跡
を書でたどってみました。あな
たも一緒に歩いてみませんか？

第９回夫婦の手紙絵手紙作品展
期　間　11 月 22 日㈮
　　　～平成 26 年１月 31 日㈮

菊池夢美術館情報

開館時間　午前９時～午後６時
※期間中の休館日はありません。

栗団子

あずき団子汁

シ
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認定番号第ふるさと H24-15 号
推薦者　今区

認定番号第ふるさと H24-16 号
推薦者　村田区

　

菊
池
18
外
城
の
一
つ
で
あ
る
戸
崎

城
の
二
の
丸
だ
っ
た
場
所
に
「
弁
財

天
」
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

敵
の
様
子
な
ど
を
見
張
る
「
物
見

櫓
」
が
あ
っ
た
由
緒
あ
る
古
城
跡
で
、

隈
府
の
町
や
そ
の
西
方
を
見
渡
せ
る

素
晴
ら
し
い
眺
め
の
山
頂
で
す
。

　

真
下
を
流
れ
る
菊
池
川
に
敬
意
を

表
し
て
か
、
元
々
は
イ
ン
ド
で
流
れ

る
川
を
神
格
化
さ
せ
た
神
サ
ラ
ス
ヴ

ァ
テ
ィ
ー
、
日
本
で
は
七
福
神
の
一

人
で
、
福
徳
付
与
の
神
で
あ
る
「
弁

財
天
」（
弁
天
様
）
様
が
祭
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
戸
崎
城
跡
と
３
つ
の
菊
池
遺
産
（
弁

才
天
、
土
阿
弥
陀
堂
、
今
村
マ
ブ
）

を
合
わ
せ
て
市
民
が
気
軽
に
散
策
で

き
る
史
跡
・
名
所
ル
ー
ト
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

百
万
遍
と
は
、
百
万
遍
念
仏
と
も

い
わ
れ
、
念
仏
を
１
０
０
万
回
唱
え

る
こ
と
で
祈
願
が
成
就
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
複
数
の
人
間
が
同
時

に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
を
例
え
た
も

の
で
、
10
人
×
10
万
回
＝
１
０
０
万

回
か
ら
来
て
い
ま
す
。

　

村
田
区
の
百
万
弁
は
、
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
参
加
し
て
、
お
坊
さ

ん
の
御
経
に
合
わ
せ
て
、
念
仏
を
唱

え
な
が
ら
専
用
の
大
数
珠
を
回
し
ま

す
。

　
専
用
仏
具
は
直
径
２・
５
ⅿ
の
大
数

珠
の
ほ
か
、
打
ち
鉦
、
木
魚
、
鐘
が

あ
り
、
打
ち
鉦
に
は
安
永
８
年
と
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
２
３
０
年
以
上
前

か
ら
、
こ
の
地
で
大
切
に
引
き
継
が

れ
て
き
た
行
事
と
仏
具
で
あ
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

弁べ
ん
ざ
い
て
ん

財
天

百
万
遍
と
専
用
仏
具

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       98

い
じ
め
や
児
童
虐
待

　

   　
七
城
中
学
校
2
年　
田た

ひ

ら平
彩さ

や

か花

　
み
な
さ
ん
は
、
い
じ
め
や
児
童
虐
待

に
つ
い
て
、
最
近
、
た
く
さ
ん
ニ
ュ
ー

ス
で
取
り
上
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん

な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
そ
の
ニ
ュ
ー
ス

を
見
て
い
ま
す
か
。
私
は
最
初
、
自
分

に
は
関
係
な
い
か
ら
ど
う
で
も
い
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
で
も
、
滋
賀
県
の
大
津
市
で
い
じ
め

に
あ
っ
て
い
た
男
子
中
学
生
が
自
殺
し

た
ニ
ュ
ー
ス
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

た
こ
と
で
、
私
も
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
何

回
も
見
て
、
考
え
方
が
少
し
変
わ
り
ま

し
た
。
最
初
は
ど
う
で
も
い
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
い
じ
め
っ
て
人
を
殺

す
、い
じ
め
っ
て
「
凶
器
」、い
や
「
狂

気
」
な
ん
だ
と
。

　
そ
し
て
、
私
は
誰
か
が
言
っ
て
い
た

言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

「
い
じ
め
っ
て
、
誰
で
も
経
験
す
る
ん

だ
よ
。
で
も
、
肝
心
な
の
は
い
じ
め
の

経
験
を
生
か
し
て
、
い
じ
め
と
ど
う
向

き
合
う
か
な
ん
だ
よ
。」

　
で
も
、
私
は
い
じ
め
ら
れ
た
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
を

見
た
こ
と
も
な
い
で
す
。
だ
か
ら
、
正

直
い
じ
め
が
ど
こ
ま
で
ひ
ど
い
の
か
、

私
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
い
じ
め
の
経
験

も
な
い
か
ら
「
い
じ
め
の
経
験
を
生
か

す
」
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ

ん
な
私
で
も
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
あ

る
は
ず
で
す
。
今
の
私
に
で
き
る
こ
と
、

そ
れ
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
今
の
私
に

で
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
い
じ
め
の
こ
と

を
も
っ
と
よ
く
知
り
、
関
心
を
持
ち
、

自
分
に
で
き
る
こ
と
を
見
つ
け
て
行
動

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
て
、
話
題
は
変
わ
り
ま
す
が
、
次

は
児
童
虐
待
の
こ
と
で
す
。
最
近
は
、

い
じ
め
同
様
に
テ
レ
ビ
な
ど
で
児
童
虐

待
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
き
た
気
が
し
ま
す
。

　

私
は
、
児
童
虐
待
に
つ
い
て
の
ニ

ュ
ー
ス
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
内
容

な
の
で
、
あ
ん
ま
り
見
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
子
ど
も
が

う
る
さ
い
か
ら
と
か
、
自
分
の
楽
し
み

が
減
っ
て
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
た
か
ら

な
ど
と
い
っ
た
、
親
や
大
人
の
自
分
勝

手
な
理
由
で
、
自
分
の
子
ど
も
や
幼
い

子
ど
も
の
命
を
簡
単
に
う
ば
っ
た
り
し

て
い
る
こ
と
を
テ
レ
ビ
で
見
て
い
る

と
、
こ
ん
な
に
重
大
な
事
件
を
無
表
情

で
ス
ラ
ス
ラ
と
読
ん
で
い
る
人
た
ち
に

対
し
て
、「
あ
ー
あ
、
や
っ
ぱ
り
皆
結

局
は
、
無
関
心
な
ん
だ
な
。」
と
思
い
、

ま
た
、
自
分
に
対
し
て
も
、「
虐
待
の

な
い
こ
ん
な
に
い
い
家
庭
に
生
ま
れ
て

こ
ら
れ
た
の
に
、
な
ん
で
自
分
の
素
直

な
感
謝
の
気
持
ち
が
言
え
な
い
の
だ
ろ

う
。」
と
思
う
か
ら
で
す
。

　
こ
の
児
童
虐
待
、
こ
れ
は
本
当
に
重

大
か
つ
深
刻
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

力
の
あ
る
者
が
力
の
な
い
者
を
、
つ
ま

り
、
大
人
が
子
ど
も
を
傷
つ
け
る
。
児

童
虐
待
は
、
こ
ん
な
に
憎
く
て
ひ
ど
い

も
の
だ
と
私
は
し
っ
か
り
胸
に
刻
ん
で
、

自
分
が
幸
せ
な
家
庭
、
幸
せ
な
環
境
に

生
ま
れ
つ
い
た
こ
と
を
感
謝
し
な
が
ら
、

生
き
て
い
き
た
い
で
す
。

　
最
後
に
、
私
は
こ
の
テ
ー
マ
で
作
文

を
書
い
た
こ
と
で
、
い
じ
め
や
児
童
虐

待
の
実
態
を
知
っ
た
り
、
興
味
を
持
っ

て
調
べ
た
り
で
き
て
、
と
て
も
い
い
経

験
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
「
ど
う
で

も
い
い
」「
自
分
と
は
無
縁
だ
」
な
ど

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
こ
の
作
文

を
書
き
終
わ
り
そ
う
な
中
で
、
い
じ
め

や
児
童
虐
待
に
つ
い
て
「
ど
う
で
も
い

い
」
と
い
う
考
え
は
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
大
き

な
進
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
よ
か

っ
た
で
す
。
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い
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せ
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韓
国
人
が
一
番
好
き
な
木「
松
」

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
〇34

こ
ん
に
ち
は
金キ

ム
で
す

　

日
本
に
初
め
て
来
た
と
き
、
う
っ

そ
う
と
し
た
森
を
見
な
が
ら
「
杉
の

木
は
多
い
が
松
は
ほ
と
ん
ど
無
い
」

と
感
じ
た
。
庭
に
は
立
派
な
松
の
木

が
綺
麗
に
手
入
れ
さ
れ
て
い
た
が
、

山
に
は
自
生
し
て
い
る
松
が
ほ
と
ん

ど
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　

韓
国
人
の
生
活
は
松
の
木
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
。「
韓
国
人
は
松
で
建

て
た
家
で
生
ま
れ
、
松
の
あ
る
村
で

暮
ら
し
、
松
で
作
っ
た
棺
お
け
に
入
っ

て
帰
る
」
と
言
わ
れ
る
程
だ
。
実
際

あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
韓
国
人
の
67
・

７
％
は
松
の
木
が
１
番
好
き
だ
と
答

え
た
。
２
位
の
銀
杏
（
５・
６
％
）
と

は
圧
倒
的
な
差
が
あ
る
。
松
は
国
土

面
積
の
27
％
を
占
め
る
ほ
ど
多
い
。

　

松
の
木
は
堅
く
て
簡
単
に
腐
ら
な

い
。
虫
が
付
き
難
く
、
曲
っ
た
り
割

れ
た
り
も
し
な
い
。
そ
れ
で
宮
廷
や

寺
院
を
造
る
の
に
使
わ
れ
た
。
特
に

宮
廷
を
造
る
木
材
は
松
の
木
以
外
は

使
わ
な
か
っ
た
。
数
年
前
、
ソ
ウ
ル

で
起
き
た
放
火
事
件
で
消
滅
し
た
韓

国
の
国
宝
第
１
号
南
大
門
が
最
近
復

元
さ
れ
た
が
、
復
元
に
使
わ
れ
た
木

も
松
だ
。

　

昔
か
ら
松
は
韓
国
人
の
生
活
と
関

係
が
深
か
っ
た
。
例
え
ば
、
朝
鮮
時
代
、

陶
磁
器
を
窯
で
焼
く
際
、
松
の
木
を

薪
と
し
て
焼
く
と
陶
磁
器
の
質
が
良

か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
松
ぼ
っ
く

り
や
枯
れ
た
松
葉
は
掻
き
集
め
て
か

ま
ど
の
焚
き
物
で
使
っ
た
。
ソ
ン
ギ

ト
ク
と
い
う
餅
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

松
の
内
皮
（
渋
皮
）
を
う
る
ち
粉
と

混
ぜ
て
作
る
。
最
近
は
血
液
循
環
に

良
い
と
い
わ
れ
松
葉
を
搾
っ
て
作
っ

た
飲
み
物
は
人
気
が
あ
る
。

　

昔
は
兵
船
の
材
木
は
ほ
と
ん
ど
が

樹
齢
１
０
０
年
く
ら
い
の
松
を
使
っ

て
い
た
。
１
隻
の
船
を
造
ろ
う
と
す

れ
ば
松
が
数
百
本
必
要
だ
っ
た
。
韓

国
の
世
宗
実
録
と
い
う
歴
史
書
の
中

に
は
、 

昔
、
日
本
が
頑
丈
な
船
を
造
る

た
め
韓
国
の
島
に
入
っ
て
来
て
、
松

の
木
を
奪
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　

現
在
、
韓
国
で
も
地
球
温
暖
化

の
影
響
に
よ
り
松
材
線
虫
の
被
害

で
、
毎
年
数
十
万
本
の
松
が
枯
死
し

て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
。 

２
０
５
０
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
松
の

木
は
韓
国
北
東
の
江カ

ン
ウ
ォ
ン
ド

原
道
の
山
間
地

域
に
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
暗
鬱
な

警
告
も
出
て
い
る
。

　

韓
国
か
ら
松
が
無
く
な
る
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
信
じ
が
た
い
話
は
、

私
の
子
ど
も
時
代
の
松
の
木
に
関
す

る
思
い
出
ま
で
遠
ざ
か
り
そ
う
で
秋

風
の
よ
う
に
淋
し
い
。
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