
【
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
～
午
後
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

222

【
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

【
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 

人
の
世
に
熱
あ
れ　
人
間
に
光
あ
れ

地
域
人
権
教
育
指
導
員　
末す
え
永な
が
知ち

恵え

美み

　
３
月
３
日
は
何
の
日
か
ご
存
じ
で

す
か
。
１
９
２
２
年
、日
本
で
初
め

て
の
人
権
宣
言
と
い
わ
れ
る「
全
国

水
平
社
宣
言
」が
出
さ
れ
た
日
で
す
。

　
「
人
の
世
に
熱
あ
れ　

人
間
に
光

あ
れ
」で
結
ば
れ
る
、差
別
さ
れ
る

側
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宣
言
で
す
。

　

宣
言
文
を
起
草
し
た
の
は「
西さ

い

光こ
う

万ま
ん

吉き
ち

」と
い
う
人
物
で
す
。
部
落
差

別
の
厳
し
さ
故
に
、学
校
に
行
け
な

く
な
り
、一
人
で
読
書
に
没
頭
す
る

日
々
が
続
き
、父
親
は
た
だ
彼
を
見

守
り
ま
す
。
転
校
し
、新
た
に
生
き

始
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、差
別
は

ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
き
ま
す
。
ど
こ

に
い
て
も
差
別
を
す
る
人
が
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
絵
の
才
能
が
あ
り
な
が
ら
、ふ
る

さ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
、
絵

の
道
を
あ
き
ら
め
、生
き
る
気
力
を

失
っ
た
西
光
は
、な
か
ま
た
ち
が
い

る
ふ
る
さ
と
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が「
全
国
水

平
社
宣
言
」で
す
。

　

部
落
差
別
に
虐
げ
ら
れ
て
き
た

人
々
が
、差
別
さ
れ
る
立
場
に
あ
る

こ
と
で
、そ
の
痛
み
も
人
の
世
の
冷

た
さ
も
誰
よ
り
も
知
っ
て
い
る
、だ

か
ら
こ
そ
、部
落
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
恨
む
の
で
は
な
く
、自
分
た
ち
の

立
場
を
誇
り
に
思
い
今
こ
そ
立
ち
上

が
ろ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な

内
容
の
宣
言
で
す
。

映
画
上
映『
破
戒
』

　

全
国
水
平
社
創
立
１
０
０
周
年

を
記
念
し
て
、２
０
２
２
年
に
は
映

画『
破
戒
』が
上
映
さ
れ
、全
国
で
も

好
評
で
上
映
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し

た
。
菊
池
市
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

人
権
作
文
入
選
作
品
の
中
に
も
、全

国
に
引
き
続
き
、熊
本
県
水
平
社
創

立
１
０
０
周
年
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

『
破
戒
』を
観
て
、「
部
落
差
別
は
人

間
が
つ
く
っ
た
差
別
な
の
で
人
間
が

無
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
、部
落
差
別
を
他

人
事
に
せ
ず
、自
分
の
こ
と
の
よ
う

に
考
え
、差
別
に
立
ち
向
か
う
仲
間

を
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
」と
綴

り
結
ん
だ
中
学
生
が
い
ま
す
。

正
し
く
学
ぶ
子
ど
も
た
ち

　
菊
池
市
の
小
中
学
生
は
４
年
生
に

な
る
と
部
落
差
別
に
つ
い
て
詳
し
く

学
習
し
ま
す
。
部
落
差
別
と
は
何
か
。

全
国
水
平
社
創
立
や
西
光
万
吉
な
ど

宣
言
文
を
作
り
上
げ
た
人
々
の
願
い

は
何
な
の
か
。
部
落
差
別
を
無
く
す

運
動
を
展
開
し
て
き
た
各
地
の
闘
い

の
様
子
、現
在
の
部
落
差
別
の
状
況

な
ど
に
つ
い
て
、各
学
校
の
課
題
や

発
達
段
階
に
応
じ
て
学
び
ま
す
。

　
部
落
差
別
に
関
す
る
正
し
い
知
識

を
身
に
付
け
て
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
デ
マ
や
差
別
的
な
情
報
に
惑

わ
さ
れ
な
い
力
、情
報
を
う
の
み
に

せ
ず
に
、正
し
く
受
け
止
め
、正
し

く
発
信
す
る
力「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ

シ
ー
」を
身
に
付
け
る
よ
う
な
学
習

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

各
学
校
に
は
、学
ぶ
内
容
や
授
業

の
様
子
、感
想
な
ど
を
学
級
通
信
な

ど
で
掲
載
し
て
、家
庭
で
も
話
題
に

で
き
る
環
境
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
伝

え
て
い
ま
す
。
小
中
学
生
た
ち
が
学

校
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
、き
ち
ん

と
理
解
し
て
話
が
で
き
る
大
人
で
あ

り
た
い
で
す
ね
。

　
差
別
の
問
題
は
決
し
て
他
人
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
関
係
有
る

無
し
に
関
わ
ら
ず
、考
え
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
負

け
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

「
パ
ソ
コ
ン
が
感
染
し
ま
し
た
」と

い
う
警
告
詐
欺
に
注
意
！

　

パ
ソ
コ
ン
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

見
て
い
た
ら
、突
然「
ピ
ー
、ピ
ー
、

ピ
ー
」と
け
た
た
ま
し
い
警
告
音
と

と
も
に
画
面
に
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
警

告
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
現
れ
た
。

　
画
面
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
も
閉
じ

る
こ
と
が
で
き
ず
、画
面
に
表
示
さ

れ
て
い
る
サ
ポ
ー
ト
の
電
話
番
号
に

あ
わ
て
て
電
話
す
る
と
、片
言
の
日

本
語
を
話
す
外
国
人
ら
し
き
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
が
出
て
、「
パ
ソ
コ
ン
の

状
況
を
遠
隔
操
作
で
確
認
し
ま
す
」

と
遠
隔
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す

る
よ
う
に
促
さ
れ
た
。

　
実
は
、ウ
イ
ル
ス
感
染
を
告
げ
る

画
面
や
警
告
は
偽
物
で
、実
際
は
感

染
し
て
い
ま
せ
ん
。
何
と
か
せ
ね
ば

と
い
う
人
の
心
理
を
悪
用
し
て
、「
ウ

イ
ル
ス
駆
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
、料

金
が
か
か
り
ま
す
」な
ど
と
言
っ
て

サ
ポ
ー
ト
料
名
目
で
金
銭
を
だ
ま
し

と
る
偽
警
告
詐
欺
で
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
で
電
子
マ
ネ
ー
を
購
入

し
て
支
払
う
よ
う
指
示
さ
れ
、1
回

数
万
円
程
度
を
一
度
支
払
う
と
、そ

の
後
も
理
由
を
付
け
て
金
銭
支
払
い

を
要
求
し
て
く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使

用
中
の
偽
警
告
に
あ
っ
た
場
合
は
、

慌
て
な
い
こ
と
が
肝
心
で
す
。
何
か

意
図
し
な
い
表
示
が
現
れ
て
不
安
に

思
っ
た
ら
、画
面
を
閉
じ
て
く
だ
さ

い
。
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、電
源
ボ
タ
ン
を
長
押
し
す
る
な

ど
し
て
、パ
ソ
コ
ン
を
強
制
終
了
し

て
く
だ
さ
い
。

若
者
の
副
業
詐
欺
被
害
が

増
え
て
い
ま
す

　
「
簡
単
な
作
業
で
お
金
を
稼
ぐ
こ

と
が
で
き
る
」と
い
っ
た
勧
誘
に
乗
っ

て
、作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
購
入
や
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
説
明
を
受
け
る
た
め

に
、数
十
万
円
を
前
金
で
支
払
っ
た

が
、マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
ん
で
も
、説

明
を
受
け
て
も
よ
く
分
か
ら
ず
、解

約
や
返
金
を
求
め
て
も
応
じ
て
く
れ

な
い
、と
い
う
20
歳
前
後
の
若
者
か

ら
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
お
金
を
支
払
っ
た
後
の
返
金
回
収

は
難
し
く
、契
約
す
る
前
に
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
や
周
囲
の
人
な
ど
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

◆

シ
リ
ー
ズ 

◆

武た
け

澄ず
み

　

15
代
武た

け

光み
つ

の
兄
で
、武
敏
と
同
じ

く
武
重
の
弟
で
す
。
当
時
、当
主
の

武
光
は
九
州
中
部
か
ら
南
部
の
北
朝

勢
と
戦
っ
て
い
た
た
め
、武
澄
は
主

と
し
て
北
部
の
北
朝
勢
に
当
た
り
、

め
ざ
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　
正
平
９（
1
3
5
4
）年
8
月
に
は
、

島
原
半
島
の
多た

比い

良ら

城（
轟と

ど
ろ

木き

城
）を

攻
め
、9
月
9
日
に
こ
れ
を
落
と
し

ま
し
た
。
翌
年
8
月
に
は
、懐か

ね

良な
が

親し
ん

王の
う

を
奉
じ
、肥
前（
佐
賀
県
）の
千ち

葉ば

胤た
ね

定さ
だ

を
降
伏
さ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
筑

前（
福
岡
県
）で
武
光
の
軍
と
合
流
し

た
後
は
、豊
後（
大
分
県
）の
大お

お

友と
も

氏う
じ

泰や
す

を
降
し
ま
す
。

　

勢
い
に
乗
っ
た
菊
池
勢
は
、宇
佐

を
落
と
し
城
井
を
攻
め
て
宇う

都つ
の

宮み
や

守も
り

綱つ
な

も
降
伏
さ
せ
、つ
い
に
は
博
多
へ

と
進
軍
し
ま
し
た
。
こ
の
勢
い
に
押

さ
れ
た
一
色
範
氏
と
そ
の
子
直な

お

氏う
じ

、

範の
り

光み
つ

ら
は
、長
門（
山
口
県
）へ
と
敗

走
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

当
主
で
あ
る
弟
武
光
を
支
え
、九

州
制
覇
に
向
け
て
戦
い
続
け
た
武
澄

で
し
た
が
、大
願
成
就
を
目
前
に
し

て
病
に
よ
り
1
3
5
7
年
頃
、そ
の

輝
か
し
い
一
生
を
閉
じ
ま
し
た
。

　
墓
は
、武

光
と
同
じ

熊
耳
山
正

観
寺（
東
正

観
寺
）に
あ

り
ま
す
。

絵・文／橋
は し

本
も と

以
い

蔵
ぞ う

◆ 絵画連作 ◆ 武た
け

敏と
し

　
12
代
武た

け

時と
き

の
九
男
で
13
代
武た

け

重し
げ

の

弟
で
す
。
兄
武
重
を
支
え
、一
族
の

結
束
を
象
徴
す
る
人
物
の
一
人
で
す
。

　
建
武
3（
1
3
3
6
）年
3
月
2
日
、

武
敏
率
い
る
菊
池
氏
・
阿
蘇
氏
を
中

心
と
し
た
南
朝
方
と
足あ

し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

率
い

る
北
朝
方
が
、現
在
の
福
岡
市
多た

た々

良ら

浜は
ま

で
激
突
、多
々
良
浜
の
戦
い
が

始
ま
り
ま
し
た
。

　

当
初
は
数
で
圧
倒
し
た
武
敏
勢

で
し
た
が
、山
手
か
ら
吹
き
降
ろ
す

強
風
と
大
砂
塵
に
阻
ま
れ
ま
す
。
松ま

つ

浦ら

党
の
裏
切
り
な
ど
不
運
が
重
な

り
大
敗
し
た
武
敏
で
し
た
が
、そ
の

後
も
九
州
探
題
一い

っ

色し
き

範の
り

氏う
じ

な
ど
を

相
手
に
、九
州
各
地
で
神
出
鬼
没
の

活
躍
を
続
け
ま
し
た
。

　

当
主
武
重
の
留
守
中
に
は
一
族

を
ま
と
め
、14
代
武た

け

士ひ
と

の
後
見
役
を

務
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、ど

こ
で
、ど
の
よ
う
に
し
て
亡
く
な
っ

た
の
か
な
ど
、詳
し
く
は
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
墓
は
大
分
県
宇
佐
市
に

あ
り
、武
重
の
墓
と
同
じ
亀き

趺ふ

の
墓

で
す
。

　西寺の一角、東へ向かってほぼ正面に鞍
くら

岳
だけ

が望め、
左の北方向に八

や

方
ほう

ケ
が

岳
たけ

が屹立して見える場所にあ
ります。菊池氏の重臣赤

あか

星
ほし

有
あり

隆
たか

や城
じょう

武
たけ

岑
みね

たちのお
墓が現存しています。近くには延

えん

寿
じゅ

屋
や

敷
しき

跡
あと

の八坂
神社があります。西寺にはその昔、郡

ぐん

衙
が

があったと
いい、そもそも行政の重要拠点だったのでしょう。

武澄の墓

無
む

量
りょう

山
ざん

西
さい

福
ふく

寺
じ

第三章 ～ 菊池氏の信仰～

【場所】中西寺

　

穴
川
区
に
所
在
す
る
菅
原
神
社

（
寛
延
4（
1
7
5
1
）年
創
建
）の
祭

日
で
あ
る
1
月
5
日
に
奉
納
さ
れ

て
い
ま
す
。
伝
承
に
よ
る
と
4
0
0

年
ほ
ど
前
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、一

時
途
切
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
も
の

の
、現
在
の
山
鹿
市
菊
鹿
町
大
林
よ

り
伝
授
さ
れ
、復
興
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
肥
後
神
楽
の
流
れ
を
汲
む
神
楽
は
、

榊
の
舞
、
御み

て
ぐ
ら幣
、
二
剣
、
四
剣
、
弓
、

弓
剣
、練
り
、歌
神
楽
、奉
剣
、鬼
神

の
舞
の
10
座
か
ら
構
成
さ
れ
、烏
帽

子
を
被
っ
た
神
職
風
の
舞
い
手
が

左
手
に
榊
・
剣
・
弓
、右
手
に
鈴
を
持

ち
、笛
・
太
鼓
に
合
わ
せ
、１
～
４
人

で
舞
い
ま
す
。

　

最
後
に
舞
わ
れ
る
鬼
神
の
舞
で

は
、鬼
神
が
振
り
回
す
2
㍍
程
の
長

さ
の
竹
の
先
に
付
け
ら
れ
た
御
幣

が
無
病
息
災
の
お
守
り
に
な
る
と

さ
れ
、奪
お
う
と
す
る
観
客
と
鬼
神

の
激
し
い
攻
防
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ

の
攻
防
は
穴
川
夜
神
楽
だ
け
で
見

ら
れ
る
珍
し
い
も
の
で
、正
月
の
風

物
詩
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

集
落
の
人
口
が
減
っ
て
い
く
中
、

穴
川
夜
神
楽
保
存
会
は
穴
川
地
区

在
住
を
問
わ
ず
、地
区
外
に
転
出
し

た
会
員
の
子
や
孫
に
も
呼
び
か
け
、

神
楽
を
継
承
し
続
け
て
い
ま
す
。

観客と鬼神の攻防

四剣を舞う舞い手

菅原神社（穴川区）
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