
高
良
山
と
菊
池
氏

パ
ー
ト
２
シ
リ
ー
ズ
⑫ 

　

久
留
米
市
の
東
部
に
あ
る
高
良
山

は
、
私
の
学
生
時
代
に
よ
く
眺
め
て

い
た
懐
か
し
い
山
で
あ
る
。
そ
の
当

時
は
高
良
山
に
登
り
、
そ
こ
か
ら
久

留
米
市
街
を
眺
め
、
続
い
て
耳
納
連

山
を
縦
走
す
る
の
が
夢
で
あ
っ
た
。

今
思
え
ば
、
そ
の
頃
か
ら
高
良
大
社

の
歴
史
を
知
り
、
菊
池
と
の
関
係
が

深
い
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
さ
ぞ

お
も
し
ろ
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

高
良
山
の
頂
上
に
あ
る
高
良
大
社

は
、
一
昨
年
秋
に
創
建
１
６
０
０
年

の
御
神
期
祭
を
お
こ
な
っ
た
歴
史
の

古
い
神
社
で
あ
る
。
西
暦
３
９
０
年

に
没
し
た
初
代
玉た

ま
た
れ
の
み
こ
と

垂
命
は
、
九
州
古

代
王
朝
の
天
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
高
良
山
に
は
、
神こ

う
ご
い
し

籠
石
が

山
を
囲
ん
で
お
り
、
古
代
山
城
の
遺

跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

高
良
山
神
籠
石
は
、
一
個
が
１
ト
ン

も
あ
る
大
き
な
石
を
１
、
３
０
０
個

も
並
べ
て
山
城
を
囲
ん
で
い
る
。
か

な
り
の
勢
力
を
も
っ
た
者
で
し
か
で

き
な
い
工
事
で
あ
る
。

　

菊
池
武
光
公
が
、
１
３
５
９
年
７

月
懐
良
親
王
を
大
将
と
し
て
筑
後
川

で
少
武
頼
尚
と
戦
っ
た
。
こ
れ
が
日

本
三
大
合
戦
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る

大
保
原
合
戦
（
筑
後
川
の
戦
い
）
で
、

武
光
公
の
４
万
の
南
朝
軍
は
、
高
良

山
に
本
陣
を
お
い
て
少
武
頼
尚
の
率

い
る
北
朝
軍
６
万
と
戦
い
、
こ
れ
を

破
っ
て
九
州
を
制
覇
し
た
。
武
光
公

が
、
戦
い
終
え
て
豊
満
川
で
太
刀
を

洗
っ
た
こ
と
か
ら
「
太
刀
洗
」
の
町

名
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　

武
光
公
が
、
久
留
米
の
高
良
山
に

本
陣
を
お
い
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

高
良
山
が
筑
紫
平
野
を
見
渡
せ
る
絶

好
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
高
良
山
は
、
古
代

か
ら
九
州
の
中
心
地
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
高
良
山
の
麓
の
御

井
町
に
は
、
興
味
の
あ
る
史
跡
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
御み

い
で
ら

井
寺
、
愛あ
た
ご宕

神
社
、
御み

た
ら
い

手
洗
池
、
祇ぎ
お
ん
や
ま

園
山
古
墳
、

伊い
せ
お
ん
そ

勢
御
祖
神
社
な
ど
古
代
九
州
王
朝

に
関
す
る
史
跡
が
軒
を
並
べ
て
い
る
。

武
光
公
は
、
こ
の
古
代
九
州
王
朝
の

地
に
、
南
朝
の
旗
を
揚
げ
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
久
留
米
を
旅
行
す
る
機

会
が
あ
っ
た
ら
菊
池
市
民
と
し
て
見

学
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
「
古
代
ロ
マ
ン
シ
リ
ー

ズ
」
を
終
了
し
ま
す
。
２
年
間
に
わ

た
っ
て
本
シ
リ
ー
ズ
を
読
ん
で
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

菊
池
の
古
代
史
研
究　

中
原　

英

七
城
中
学
校
１
年

　
　
　
　
　
　
岩
崎
匠
真
さ
ん

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       
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差
別
に
つ
い
て
学
習
し
て

　

ぼ
く
は
、
水
俣
に
行
っ
て
水
俣
病

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
水
俣
病
が

発
生
し
た
当
時
は
、
原
因
が
何
か
分

か
ら
ず
奇
病
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

う
つ
ら
な
い
病
気
な
の
に
う
つ
る
病

気
と
思
わ
れ
、
水
俣
病
患
者
の
人
た

ち
は
ひ
ど
い
差
別
や
偏
見
を
う
け
ま

し
た
。
ま
た
、
患
者
だ
け
で
な
く
患

者
の
家
族
や
親
せ
き
も
差
別
や
偏
見

を
う
け
ま
し
た
。
そ
の
た
め
家
族
や

親
せ
き
は
、
水
俣
病
患
者
を
か
く
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
チ
ッ
ソ
工
場

が
流
し
た
工
業
排
水
の
中
の
メ
チ
ル

水
銀
が
原
因
と
分
か
り
ま
し
た
が
、

差
別
や
偏
見
は
続
き
ま
し
た
。
な
ぜ

原
因
が
分
か
っ
た
の
に
差
別
だ
け
が

続
く
の
か
、
お
か
し
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

ぼ
く
は
、
小
学
校
か
ら
差
別
に
つ

い
て
学
習
を
し
て
き
ま
し
た
。
ぼ
く

は「
差
別
し
て
い
る
の
は
、
自
分
た

ち
」

「
差
別
す
る
の
は
、
人
を
尊
敬
し
て

い
な
い
か
ら
」

と
い
う
の
が
一
番
印
象
深
い
で
す
。

で
も
ぼ
く
は
、
あ
ま
り
人
権
学
習
に

は
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
興

味
を
持
っ
た
の
は
小
学
５
年
生
の
時
、

水
俣
病
の
学
習
を
し
た
時
で
し
た
。

で
も
ま
だ
そ
の
時
は
、

「
な
ぜ
差
別
す
る
の
か
」

「
差
別
し
て
い
い
こ
と
あ
る
の
か

な
」

と
思
う
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
見

学
旅
行
で
語
り
部
さ
ん
の
お
話
を
聞

い
て
、
差
別
の
お
か
し
さ
が
や
っ
と

分
か
り
ま
し
た
。
小
学
６
年
生
に

な
っ
て
部
落
差
別
に
つ
い
て
習
い
ま

し
た
。
部
落
差
別
は
、
一
人
に
差
別

す
る
の
で
は
な
く
そ
の
家
族
、
そ
の

地
域
が
差
別
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
ぼ

く
は
、
な
ぜ
差
別
を
す
る
の
か
が
そ

の
学
習
を
通
し
て
分
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
同
じ
人
間
な
の
に
、
身
分
を

分
け
て
考
え
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
人
を
尊
敬
し
合
っ
て
い
な
い

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
差
別
や
い
じ

め
を
し
て
も
何
も
い
い
こ
と
な
ん
て

な
い
の
に
、
な
ぜ
差
別
を
す
る
の
か

不
思
議
に
思
い
ま
す
。
で
も
だ
れ
が

差
別
を
し
て
い
る
の
か
を
部
落
差
別

で
考
え
る
と
差
別
を
受
け
て
い
る
部

落
の
ほ
か
の
人
た
ち
、
つ
ま
り
差
別

を
し
て
い
る
の
は
、
自
分
た
ち
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
差
別
す
る
の

は
自
分
た
ち
、
差
別
を
な
く
す
の
も

自
分
た
ち
だ
か
ら
、
自
分
だ
け
し
な

い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
し
て
い
る

人
を
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
世
界
で
は
、
い
じ
め
や
差
別
で

自
殺
し
た
り
し
て
命
を
す
て
た
り
す

る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
最
初
は
、

小
さ
い
差
別
か
ら
大
き
な
差
別
に
な

り
最
後
に
は
命
を
う
ば
う
の
で
本
当

に
差
別
は
こ
わ
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
差
別
を
な
く
す
た
め
に
も
、
人

権
学
習
を
し
て
「
分
か
っ
た
。
分

か
っ
た
。
」
と
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
分
か
っ
た
こ
と
を
次
に
活
か
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
行
動
に

移
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
人
権
学
習
を
し
た

今
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
受
け
つ
い

で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
差
別
を
す
る
人
が

一
人
で
も
少
な
く
な
り
、
一
人
で
も

多
く
の
人
が
い
や
な
思
い
を
し
な
い

よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

か
ら
「
差
別
す
る
の
は
自
分
た
ち
差

別
を
な
く
す
の
も
自
分
た
ち
」
と
い

う
こ
と
を
常
に
考
え
て
、
少
し
ず
つ

差
別
を
減
ら
し
て
い
け
れ
ば
い
い
と

思
い
ま
す
。

人
権
標
語

整
え
よ
う

　

自
分
の
中
の　

身
な
り
か
ら

　菊
池
南
中
３
年　

渡
邊
竜
也
さ
ん

　

18
回
目
の
今
回
は
「
韓
国
に
あ
る
島
の

数
」
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
⑱

こ
ん
に
ち
は
金キ
ム
で
す

　

最
近
、
朝
鮮
半
島
の
西
海
に
あ
る 

５
島
で
韓
国
と
北
朝
鮮
の
緊
張
が
続

い
て
い
る
が
、
韓
国
に
は
い
く
つ
島

が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

　

三
面
が
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
韓
国

に
は
全
部
で
３
、
３
５
８
の
島
が
あ

る
と
言
う
。
人
の
住
む
有
人
島
が
４

８
３
、
無
人
島
は
２
、
８
７
６
で
あ

る
。
島
の
住
民
は
30
余
万
世
帯
で

１
０
０
余
万
人
と
推
定
さ
れ
る
。
ほ

と
ん
ど
の
島
は
海
岸
線
が
複
雑
な
西

海
と
南
海
に
集
中
し
て
い
る
。
西

海
５
島
は
北
朝
鮮
に
近
い
「
白
翎
島
、

大
青
島
、
小
青
島
、
延
坪
島
、
牛

島
」
を
指
す
。
行
政
区
域
上
で
は
仁

川
広
域
市
壅
津
郡
に
属
し
て
い
る
。

壅
津
郡
に
は
こ
れ
ら
の
島
を
含
め
、

１
０
０
（
無
人
島
74
個
）
の
島
が
あ

る
が
、
白
翎
島
は
韓
国
で 

17
番
目
に

大
き
い
島
だ
。

　

今
回
、
北
朝
鮮
か
ら
の
砲
撃
事
件

が
発
生
し
た
延ヨ

ン
ピ
ョ
ン
ド

坪
島
が
含
ま
れ
た
西

海
５
島
地
域
は
、
北
朝
鮮
が
北
方
境

界
線
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
南

北
間
の
衝
突
が
頻
繁
に
起
き
、
常

時
軍
事
的
緊
張
感
が
続
く
地
域
だ
。

２
０
１
０
年
３
月
、
哨
戒
艦
「
天

安
」
が
沈
没
し
た
所
も
白
翎
島
と
大

青
島
の
間
に
あ
る
N
L
L
南
側
の
海

上
だ
っ
た
。
１
、
２
次
延
坪
海
戦
が

発
生
し
た
場
所
も
延
坪
島
周
辺
の
海

だ
っ
た
。
こ
れ
ら
５
島
に
は
５
千
余

人
の
軍
隊
が
駐
屯
し
て
お
り
、
住
民

は
牛
島
を
除
い
た
４
島
に
８
千
余
人

が
住
ん
で
い
る
。

　

全
国
で
島
が
一
番
多
い
地
域
は
全

羅
南
道
の
新
安
で
、
無
人
島
９
３
１

個
を
含
め
、
１
、
０
０
４
個
の
島
が

あ
る
。
国
土
海
洋
部
（
日
本
の
国
土

交
通
省
）
は
２
０
０
７
〜
２
０
０
９

年
、
全
国
的
に
無
人
島
実
態
調
査
を

し
た
結
果
、
１
３
０
の
未
登
録
無
人

島
を
追
加
で
発
見
し
た
と
言
う
。
島

は
海
洋
領
土
の
境
界
を
決
め
る
の
に

非
常
に
重
要
な
の
で
、
韓
国
を
始
め

各
国
が
新
し
い
島
を
捜
し
出
す
た
め

に
努
力
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

無
人
島
は
韓
国
全
体
の
島
の
内

85
．７
%
を
占
め
圧
倒
的
に
多
い
。

だ
が
、
面
積
で
見
れ
ば
わ
ず
か 

2.0
％

の
76
．47
㎢
に
過
ぎ
な
い
。
無
人
島

の
約
半
分
の
１
、
４
７
８
個
が
国
・

公
有
地
だ
が
、
私
有
地
で
あ
る
島
も

１
、
３
９
８
個
に
な
る
と
言
う
。

　

か
つ
て
錦
繍
江
山
（
錦
繡
の
よ
う

に
美
し
い
自
然
の
こ
と
）
と
呼
ば
れ

た
朝
鮮
半
島
だ
が
、
い
つ
真
の
平
和

が
訪
れ
る
だ
ろ
う
か
。
不
安
な
中
で

の
生
活
が
続
く
。

菊
池
遺
産
認
定
証
交
付
式

認
定
さ
れ
た
菊
池
遺
産

シ
リ
ー
ズ
菊
池
遺
産
⑩
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
振
興
課　
☎
０
９
６
８（
25
）７
２
５
０

　

菊
池
遺
産
認
定
制
度
の
第
２
回
目

の
認
定
証
交
付
式
が
、
１
月
28
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
菊
池
遺
産
認
定
審

査
会
の
審
査
を
経
て
認
定
と
な
っ
た

17
件
に
対
し
て
、
福
村
市
長
が
認
定

証
を
交
付
し
ま
し
た
。
次
回
か
ら
菊

池
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
を

シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

ふ
る
さ
と
遺
産

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

１
号

　

市
野
瀬
祝
谷
観
音
堂
（
市
野
瀬
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

２
号

　

上
町
皇
大
神
宮
（
お
伊
勢
さ
ん
）

　

 

（
菊
池
市
御
所
通
り
景
観
形
成
協

議
会
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

３
号

　

松
月
山　

薬
師
堂
（
藤
田
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

４
号

　

土
阿
弥
陀
堂
（
今
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

５
号

　

宝
永
隧
道
（
今
村
マ
ブ
）

　

（
宝
永
隧
道
管
理
委
員
会
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

６
号

　

赤
星
井
手
（
赤
星
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

７
号

　

東
山
公
園
（
上
木
庭
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

８
号

　

西
郷
南
州
先
生
祖
先
発
祥
の
地

　

（
西
郷
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

９
号

　

法
蔵
さ
ん
（
高
田
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

10
号

　

大
元
帥
陛
下
御
駐
輦
之
地

　

（
小
野
崎
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

11
号

　

 

鞍
嶽
山　

善
光
寺
（
湯
の
山
薬

師
）
と
五
輪
塔
（
平
区
）

・
第
ふ
る
さ
と
H
22-

12
号

　

菊
池
隆
定
公
墓
（
上
水
次
区
）

特
別
遺
産

・
第
特
別
H
22-

１
号

　

菊
池
渓
谷
（
菊
池
観
光
協
会
）

・
第
特
別
H
22-

２
号

　

 

高
架
水
槽
（
花
房
飛
行
場
の
戦
争

遺
産
を
未
来
に
つ
た
え
る
会
）

・
第
特
別
H
22-

３
号

　

 

将
軍
木
と
頓
宮
（
菊
池
市
御
所
通

り
景
観
形
成
協
議
会
）

・
第
特
別
H
22-

４
号

　

清
水
川
（
湧
水
地
）
（
雪
野
区
）

・
第
特
別
H
22-

５
号

　

神
尾
城
址
（
上
水
次
区
）

菊池遺産認定交付式では、認
定された菊池遺産の推薦団体
代表へ、福村市長から認定証
が交付されました。

趣味の会・道楽窯作品展示会
菊池退教協　松本英雄
期間：３月29日（火）～４月10日（日）
道楽窯では、定年退職した人たちが集
まって、好きなように焼き物を作って
楽しむひと時を過ごしています。

絵手紙教室、一年間の歩み
夢美会　村川尚子
期間：３月15日（火）～３月27日（日）
季節の草花や野菜など、身近な物に小さな感動を頂きながら絵
手紙を書いています。ぜひお仲間になりませんか？

わいふ一番館だより問い合わせ先
わいふ一番館　☎0968（24）6630
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