
不
審
な
電
話
や
メ
ー
ル
に
注
意

　
公
的
機
関
や
実
在
す
る
事
業
者
の
名

を
か
た
っ
て
個
人
情
報
を
入
手
し
、
悪

用
し
よ
う
と
す
る
詐
欺
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
今
回
は
過
去
の
相
談
例
を
紹

介
し
ま
す
。

相
談
事
例
①

　
電
話
で
市
役
所
を
名
乗
り
「
災
害
の

寄
付
を
募
っ
て
い
る
が
、
家
を
訪
問
し

た
際
に
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

見
せ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
た
。

対
応
策　
市
役
所
か
ら
訪
問
し
て
、
お

金
に
関
す
る
情
報
を
お
尋
ね
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
問
い
合
わ
せ

る
か
、
警
察
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
事
例
②

　
地
場
デ
パ
ー
ト
を
名
乗
り
、「
会
員

カ
ー
ド
が
不
正
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と

言
っ
て
、
金
融
機
関
口
座
情
報
を
聞
い

て
く
る
。

対
応
策　
事
業
者
な
ど
が
電
話
や
訪
問

で
口
座
情
報
を
聞
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
連
絡
が
あ
っ
た
ら
警
察
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

相
談
事
例
③

　
携
帯
電
話
メ
ー
ル
に
通
販
サ
イ
ト
事

業
者
を
か
た
っ
て
、「
不
正
ア
ク
セ
ス

や
詐
欺
防
止
の
た
め
に
本
人
確
認
を
行

い
ま
す
の
で
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ク
リ
ッ
ク
し

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

て
個
人
情
報
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
」

と
誘
導
す
る
。

対
応
策　
こ
れ
は
不
正
請
求
に
結
び
付

く
個
人
情
報
の
入
力
を
誘
導
す
る
も
の

で
す
。
通
販
事
業
者
に
確
認
し
て
個
人

情
報
の
入
力
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
不
審
な
連
絡
は
巧
妙
化
し
て
真
偽
の

見
分
け
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
必

ず
発
信
元
に
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
家
庭
の
固
定
電
話
は

留
守
番
電
話
機
能
を
活
用
し
て
、
不
用

な
連
絡
に
応
答
し
な
い
よ
う
し
て
く
だ

さ
い
。

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
専
門
の

相
談
員
が
常
駐
し
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
す
。
電
話
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
お
気
軽
に

お
電
話
く
だ
さ
い
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　武時公や武重公の帰依を得て、以後20年間にわたり
ここを舞台に大

だい

智
ち

禅
ぜん

師
じ

は菊池一族を指導し続けました。
大智禅師は曹洞門始祖道元禅師の直嗣六代の高僧で
す。禅師が玉名広福寺に移った後も、聖護寺はその後
十数代は続いたとされます。

其の16  鳳
ほう

儀
ぎ

山
さん

聖
しょう

護
ご

寺
じ

申し込み・問い合わせ先　市長公室 ☎0968（2５）７２５２

⑦

◆ 絵画連作 ◆
◆

シ
リ
ー
ズ 

◆

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

問
い
合
わ
せ
先　
菊
池
一
族
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室 

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
６
７

先
頭
に
立
ち
、
菊
池
10
代
武た

け

房ふ
さ

を
従

え
て
、
と
も
に
戦
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
の
九
州
に
お

け
る
支
配
拠
点
「
鎮ち

ん

西ぜ
い

探た
ん

題だ
い

」
が
で

き
る
と
、
北
条
氏
の
九
州
支
配
に
従

わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
次
第
に
反

発
感
情
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
に
着

目
し
た
菊
池
12
代
武た

け

時と
き

は
、
後ご

醍だ
い

醐ご

天て
ん

皇の
う

の
討
幕
へ
の
呼
び
か
け
を
受
け
、

少
弐
6
代
貞さ

だ

経つ
ね

を
探
題
襲
撃
に
誘
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
直
前
に
な
っ
て

貞
経
は
態
度
を
ひ
る
が
え
し
、
探
題

側
に
つ
き
ま
す
。
菊
池
側
か
ら
見
る

と
不
実
な
行
為
で
す
が
、
失
敗
す
れ

ば
大
逆
者
と
し
て
家
を
取
り
つ
ぶ
さ

れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
当
主
と
し
て
冷
静
な
判
断
を
下

し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。

　

貞
経
は
3
年
後
、
武
時
の
息
子
武た

け

敏と
し

に
敗
れ
、
7
代
頼よ

り

尚ひ
さ

が
後
を
継
ぎ

ま
す
。
頼
尚
は
多
々
良
浜
の
戦
い
で

足
利
方
に
つ
い
て
武
敏
を
破
り
、
北

朝
方
と
し
て
菊
池
と
対
峙
し
ま
し
た
。

そ
の
後
北
朝
方
で
内
紛
が
起
こ
る

と
、
探
題
（
室
町
幕
府
）
に
対
抗
す

る
立
場
を
取
り
、
菊
池
15
代
武た

け

光み
つ

率

い
る
南
朝
方
と
同
盟
関
係
を
結
び
ま

す
。
し
か
し
、
探
題
の
一い

っ

色し
き

範の
り

氏う
じ

を

九
州
か
ら
追
い
出
す
と
、
6
万
の
軍

勢
を
率
い
て
武
光
に
対
抗
し
、
日
本

三
大
合
戦
の
一
つ
、
筑
後
川
の
戦
い

が
開
戦
。
こ
の
戦
い
で
頼
尚
は
敗
北

し
、
初
代
以
来
の
本
拠
地
で
あ
る
大

宰
府
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

頼
尚
の
子
の
代
に
な
る
と
、
兄
の

冬ふ
ゆ

資す
け

は
北
朝
方
に
、
弟
の
頼よ

り

澄ず
み

は
南

朝
方
に
つ
い
て
戦
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
今い

ま

川が
わ

了り
ょ
う

俊し
ゅ
ん

は
、
菊
池
17
代
武た

け

朝と
も

と
対
峙
し
た

水
島
の
戦
い
の
際
、
冬
資
の
離
反
を

疑
い
、
酒
宴
の
席
に
呼
び
出
し
て
殺

し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
一
件
以
来
、

少
弐
氏
は
頼
澄
の
も
と
、
一
致
団
結

し
て
南
朝
方
に
つ
き
ま
し
た
。
武
時

の
代
に
端
を
発
し
た
因
縁
か
ら
、
大

敵
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
が
ち

な
少
弐
氏
で
す
が
、
武
朝
の
代
に
至
っ

て
か
ら
は
、
よ
き
同
盟
者
と
呼
べ
る

存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
月
か
ら
主
に
南
北
朝
時
代
、
菊

池
一
族
と
戦
っ
た
ラ
イ
バ
ル
た
ち
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

少
弐
氏
は
、
源
平
合
戦
の
後
、
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

に
『
大だ

宰ざ
い
の

少し
ょ
う

弐に

』
と
い
う
役
職

に
任
命
さ
れ
、
当
時
九
州
の
首
府
で

あ
っ
た
大
宰
府
に
赴
任
。
後
に『
少
弐
』

を
名
乗
り
、
九
州
北
部
を
治
め
ま
し

た
。
鎌
倉
時
代
後
期
に
起
こ
っ
た
元

寇
で
は
、
責
任
者
と
し
て
日
本
軍
の

　
菊
池
市
民
意
識
調
査
（
平
成
30
年
）

で
、
人
権
侵
害
の
問
題
と
し
て
最
も

関
心
が
高
か
っ
た
の
は
障
が
い
者
の

人
権
で
す
。
問
題
点
と
し
て
「
障
が

い
に
対
す
る
理
解
が
足
り
な
い
」「
就

職
、
職
場
で
不
利
な
取
り
扱
い
を
受

け
る
」「
職
場
、
学
校
な
ど
で
嫌
が
ら

せ
を
受
け
る
」
な
ど
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。
私
た
ち
の
周
り
で
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
当
事
者
は
な
か
な
か

自
分
で
声
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
誤
解
や
偏
見
を
な
く
す
た
め

に
は
周
り
の
正
し
い
理
解
や
、
よ
き

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
障
が
い
者
の

社
会
参
加
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

先
日
、
知
的
障
が
い
・
精
神
障
が

い
の
あ
る
男
性
が
自
殺
し
、
家
族
が

「
自
殺
の
原
因
は
自
治
会
の
役
員
の
言

動
に
あ
る
」
と
、
裁
判
所
に
訴
え
た

と
い
う
記
事
を
目
に
し
ま
し
た
。
男

性
は
統
合
失
調
症
と
診
断
さ
れ
、
知

的
障
が
い
の
療
育
手
帳
の
交
付
を
受

け
、
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
自
治
会
の
班
長
に
選

ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
自
治
会
の
役
員
に
「
精
神
の
病

気
で
班
長
が
で
き
な
い
」
と
伝
え
ま

し
た
。
し
か
し
「
特
別
扱
い
は
で
き

な
い
」
と
言
わ
れ
、
候
補
か
ら
外
す

に
は
住
民
の
理
解
を
得
る
必
要
が
あ

る
と
、
障
が
い
の
記
載
を
求
め
ら
れ
、

「
し
ょ
う
が
い
が
あ
り
ま
す
、
お
か
ね

の
け
い
さ
ん
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
書

か
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
文
書

を
住
民
に
見
せ
る
と
言
わ
れ
、
翌
日

自
宅
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
判
断
は

司
法
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
す
が
、「
障
が

い
者
に
と
っ
て
生
き
づ
ら
い
社
会
で

あ
る
」
と
い
う
厳
し
い
現
実
が
つ
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

障
が
い
者
に
対
す
る
誤
解
や
偏
見

は
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
中
に
も
あ

り
ま
す
。
新
聞
の
読
者
コ
ー
ナ
ー
の

中
に
「
障
が
い
者
を
笑
っ
た
子=

苦

い
記
憶
」
と
い
う
投
稿
が
あ
り
ま
し

た
。
散
歩
中
、
前
を
歩
い
て
い
た
2

人
の
女
性
の
１
人
は
体
が
不
自
由
で

し
た
。
正
面
か
ら
小
学
2
年
生
く
ら

い
の
女
の
子
２
人
と
出
会
っ
た
時
の

こ
と
で
す
。
女
性
２
人
が
「
こ
ん
に

ち
は
」
と
声
を
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
、

女
の
子
た
ち
は
障
が
い
の
あ
る
女
性

を
ば
か
に
す
る
よ
う
な
仕
草
を
し
た

後
、
笑
い
な
が
ら
走
り
去
っ
て
行
き

ま
し
た
。
女
性
に
声
を
か
け
る
と

「
時
々
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
笑
っ
て
答

え
た
そ
う
で
す
。
目
の
前
で
起
き
た

悲
し
い
光
景
に
、
自
分
も
障
が
い
の

あ
る
友
達
に
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
て

障
が
い
者
人
権
問
題
に
思
う
こ
と

地
域
人
権
教
育
指
導
員　
吉よ

し

山や
ま

義よ
し

信の
ぶ

後
悔
し
た
過
去
が
あ
る
。
女
の
子
た

ち
も
こ
の
日
の
こ
と
を
後
悔
す
る
時

が
来
る
だ
ろ
う
と
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。

　

投
稿
を
読
ん
で
、
あ
る
子
ど
も
の

こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
る
地

域
で
陸
上
記
録
会
が
あ
っ
た
時
で
す
。

全
員
リ
レ
ー
で
学
校
の
チ
ー
ム
の
中

に
、
車
い
す
で
走
る
子
ど
も
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
み
ん
な
が
声
援
を
送
っ

て
い
る
時
、
女
の
子
が
「
先
生
、
私

障
が
い
に
負
け
ず
に
頑
張
っ
て
い
る

人
を
見
る
と
応
援
し
た
く
な
る
」
と

言
っ
て
き
ま
し
た
。
後
日
、
女
の
子

の
母
親
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、

「
あ
の
子
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
す
か

ら
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
「
優
し
い
人
に
な
り
な
さ
い
」

と
い
つ
も
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

数
年
後
、
こ
の
子
と
再
会
し
ま
し

た
。
老
人
ホ
ー
ム
で
す
。
私
の
母
が

入
所
し
た
時
、
廊
下
で
車
い
す
を
押

し
て
い
る
彼
女
と
ば
っ
た
り
出
会
い

ま
し
た
。
偶
然
の
再
会
を
喜
び
な
が

ら
あ
の
時
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い

ま
し
た
。「
障
が
い
は
個
人
で
は
な
く

社
会
に
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
応
援
し
た
く
な
る
」
前
述
の
自
治
会

役
員
の
中
に
こ
ん
な
気
持
ち
は
誰
も

湧
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

平成30年度の遠野市交
流団派遣では、伝承園な
どを見学しました 

友好都市　岩手県遠野市
　 遠野市 は、人口 の 約4分 の1が 菊池姓 で す。平成5

（1993）年の議員視察研修がきっかけで、菊池一族の歴
史を基調とした交流が始まりました。平成10（1998）年、
旧菊池市と友好都市を締結。合併後の平成18（2006）年
には、改めて友好都市の締結を調印しました。
　毎年、遠野市からの交流団を招き、西米良村との三都市
交流を行っています。2月には本市から交流団を派遣。菊
池市民劇のもとになった遠野物語ファンタジーなど、遠野

ならではの伝統文化
を学んでいます。遠
野物語 は、誕生 から
今年で110年を迎え
ます。

開館時間　午前９時～午後５時
休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌日）

開館時間　午前９時～午後６時
休 館 日　第4火曜日（祝日の場合は翌週火曜日）

問い合わせ先　わいふ一番館 ☎0968（24）6630

問い合わせ先　菊池観光協会 ☎0968（25）0513

阿蘇写友会写真展　期間：10月6日㈫～11月1日㈰
阿蘇の風景だけでなく、日常のスナップなども展示予定。

　期間：～12月27日㈰
まちかど資料館で開催。徳冨蘆

ろ

花
か

を支えた愛子の足跡を展示

電動アシスト付き自転車のレンタサイクルを始めます
利用料（１台）：半日1,000円／1日1,500円
利用時間：午前9時30分～午後5時
市内5団体から寄贈いただきました。ぜひご利用ください。
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