
【
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

212

【
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 

岩本の巻天神前での奉納

受賞作品を文化会館ロビーで展示 

市内各公民館でも巡回展示を行いました

継承式に向けて練習。当日は雪の舞う
中、地元の人だけでなく県外からも観客
が訪れ、19代目の舞を見守りました

　
旭
志
弁
利
の
岩
本
区
で
継
承
さ
れ

て
い
る
神
楽
で
す
。
毎
年
7
月
25
日 

（
夏
祭
り
）、11
月
25
日（
秋
祭
り
）に

岩
本
菅
原
神
社
で
、
12
月
15
日（
岩

本
天
神
祭
り
）に
市
指
定
天
然
記
念

物
で
あ
る
ム
ク
の
木「
岩
本
の
巻
天

神
」前
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

岩
本
神
楽
は
明
治
4
年
、村
民
の

幸
福
と
豊
か
な
生
活
を
祈
願
す
る
た

め
に
、16
人
の
奉
納
者
に
よ
り
初
代

神
楽
連
が
結
成
さ
れ
、神
楽
が
始
ま

り
ま
し
た
。

　

神
楽
の
構
成
は
太
鼓
2
人
、笛
2

人
、舞
人
6
人
か
ら
な
り
、笛
太
鼓

の
曲
に
榊さ

か
き

舞
、幣
舞
、米
舞
、弓
剣
舞
、

弓
舞
、歌
、剣
舞
、地じ

固が
た
め

舞
の
八
段
の

舞
が
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
０
０
周
年
を
迎
え
た
昭
和
46

年
に
は
、神
楽
を
伝
承
す
る
た
め
に

岩
本
神
楽
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、今

日
ま
で
後
継
者
養
成
、神
楽
奉
納
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
令
和
４
年

に
は
、岩
本
菅
原
神
社
に
て
第
19
代

岩
本
神
楽
連
継
承
式
と
１
５
０
年
祭

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

継
承
式
で
は
榊
舞
、米
舞
、剣
舞

が
舞
わ
れ
た
の
ち
、18
代
目
か
ら
19

代
目
へ
神
楽
の
道
具(

剣
・
鈴
・
笛
・

太
鼓
の
ば
ち)

が
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

【4コマ漫画の部】 自分らしく
菊池女子高校2年　吉

よし

田
だ

　周
あまね

【
標
語
の
部
】

菊
池
北
小
学
校
6
年　
城じ

ょ
う

芽め

衣い

咲さ

マ
ス
ク
で
も

笑
顔
を
わ
す
れ
ず

あ
り
が
と
う

　

受
賞
作
品
の
紹
介
は
今
回
で
終

了
で
す
。
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
当
日
は
、

文
化
会
館
ロ
ビ
ー
に
て
多
く
の
人
が

鑑
賞
し
、「
孫
の
作
品
が
受
賞
し
た

か
ら
見
に
来
た
」と
う
れ
し
そ
う
に

話
す
人
も
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、市
内
の
各
公
民
館
で
巡
回

展
示
を
し
た
際
に
も
、た
く
さ
ん
の

人
に
ご
覧
い
た
だ
き
、感
想
も
多
数

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

● 

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
あ
る
意
見
や
絵

は
す
ご
い
と
思
っ
た
。

● 

い
ろ
ん
な
学
校
の
作
品
を
見
ら
れ

て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
特
選
・

入
選
が
分
か
り
や
す
く
貼
っ
て

あ
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

　
今
回
も
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
た
く

さ
ん
の
ご
応
募
を
い
た
だ
き
、あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
差
別
の
な
い
明
る
い

菊
池
市
を
め
ざ
し
て
、人
権
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

第
17
回
菊
池
市
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
特
選
作
品

副
業
詐
欺
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
表
示
さ
れ
る
、「
簡

単
な
作
業
で
お
金
を
稼
げ
る
」
と

い
っ
た
勧
誘
広
告
に
惑
わ
さ
れ
て
契

約
し
、前
払
で
高
額
な
金
を
支
払
っ

た
が
、説
明
通
り
に
や
っ
て
も
、も

う
か
ら
な
い
と
か
、や
り
方
そ
の
も

の
が
分
か
ら
な
い
の
で
返
金
し
て
ほ

し
い
と
い
う
副
業
詐
欺
に
関
す
る
相

談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
勧
誘
で
は
、同
じ
方

法
で
簡
単
に
お
金
を
稼
げ
た
と
称
す

る
経
験
者
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
が
、事
実
で
あ
る
証
拠
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
簡
単
に
稼

げ
る
方
法
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

勧
誘
に
は
絶
対
に
乗
ら
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

最
近
の
ネ
ッ
ト
通
販
ト
ラ
ブ
ル
事
例

1
定
期
購
入
ト
ラ
ブ
ル

お
試
し
の
つ
も
り
で
購
入
し
た

が
、4
回
継
続
購
入
が
条
件
の

定
期
購
入
だ
っ
た
。

　
法
律
の
改
正
で
定
期
購
入
が
条
件

の
場
合
は
、そ
の
旨
を
表
示
し
、代

金
総
額
と
し
て
定
期
購
入
分
を
含
ん

だ
金
額
を
提
示
す
る
こ
と
が
義
務
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、注
文
を

確
定
す
る
最
終
確
認
画
面
で
、定
期

購
入
の
表
示
が
な
い
か
、金
額
が
お

試
し
分
よ
り
高
額
に
な
っ
て
い
な
い

か
な
ど
を
確
認
し
た
後
に
、注
文
ボ

タ
ン
を
押
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

購
入
最
終
確
認
画
面
は
写
真
を

撮
っ
て
保
存
し
ま
し
ょ
う
。
問
題
の

あ
る
表
示
を
証
明
で
き
た
場
合
は
、

定
期
購
入
を
途
中
で
解
約
で
き
ま
す
。

2
格
安
品
を
販
売
す
る
偽
サ
イ
ト

ネ
ッ
ト
広
告
を
見
て
い
た
ら
、

定
価
の
半
額
以
下
で
販
売
し
て

い
る
サ
イ
ト
を
見
て
注
文
し
、

代
金
を
振
り
込
ん
だ
が
、商
品

が
届
か
ず
、連
絡
も
取
れ
な
い
。

詐
欺
サ
イ
ト
だ
っ
た
。

　
本
物
の
サ
イ
ト
を
ま
ね
て
作
ら
れ

て
い
る
た
め
、偽
サ
イ
ト
は
見
分
け

る
こ
と
が
困
難
で
す
。
格
安
表
示
サ

イ
ト
で
の
購
入
は
、事
前
に
サ
イ
ト

の
評
価
や
支
払
方
法
の
選
択
が
で
き

る
か
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
支

払
方
法
が
１
つ
し
か
な
い
サ
イ
ト
は

信
用
が
低
い
場
合
が
あ
る
の
で
購
入

は
避
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
も
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

【
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

絵・文／橋
は し

本
も と

以
い

蔵
ぞ う

　ここは初代則
のり

隆
たか

公の長男が別家名を立て、西郷
氏として移り住み、菊池一族の重臣として居城した
城です。城は迫

はざ

間
ま

川に面しており、迫間川は防衛の
ための堀であり、船運の要でもありました。一帯は
湿地で、川は何度も流れを変えているため、そこに
城を維持する苦労は並大抵ではなかったでしょう。

増永城（別名：西郷城）

◆ 絵画連作 ◆

第二章 ～菊池本城を守る砦～

18
代
兼か

ね

朝と
も

　

17
代
武た

け

朝と
も

の
長
子
で
、父
の
死
に

よ
り
当
主
と
な
り
ま
し
た
。
応
永
26

（
１
４
１
９
）年
、1
万
7
千
人
の
朝

鮮
軍
が
突
然
対
馬
に
来
襲
。
兼
朝
は

九
州
探
題
渋し

ぶ

川か
わ

満み
つ

頼よ
り

に
協
力
し
、敵

を
撃
退
し
ま
し
た
。「
応
永
の
外
冦
」

と
呼
ば
れ
る
出
来
事
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
兼
朝

で
す
が
、幕
府
の
政
策
に
は
納
得
で

き
な
い
も
の
が
あ
り
、父
武
朝
の
遺

志
を
継
ぎ
反
幕
府
、反
九
州
探
題
の

立
場
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
幕
府
に

対
す
る
方
針
の
違
い
か
ら
か
、長
子

持も
ち

朝と
も

に
家
督
を
譲
る
と
芦
北
町
佐

敷
に
隠
居
し
ま
す
。
こ
の
相
続
が
な

ぜ
、ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
推

察
で
き
る
資
料
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

文
安
元（
１
４
４
４
）年
に
62
歳

で
隠
居
先
の
佐
敷
で
死
去
し
た
と

さ
れ
、墓
所
は
佐
敷
と
七
城
町
岡
田

区
の
正
善
寺
に
あ
り
ま
す
。

19
代
持
朝

　

兼
朝
の
長
子
で
、15
歳
で
当
主
の

座
に
就
き
ま
し
た
。
当
時
、豊
後
で

は
大お

お

内う
ち

氏
を
巻
き
込
ん
だ
大お

お

友と
も

持も
ち

直な
お

と
親ち

か

綱つ
な

の
家
督
争
い
が
起
こ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

持
朝
は
6
代
将
軍
足あ

し

利か
が

義よ
し

教の
り

の

命
を
受
け
、開
幕
以
来
初
め
て「
幕

府
方
」と
し
て
持
直
と
戦
い
ま
す
。

こ
の
戦
い
で
勝
利
を
収
め
た
持
朝
は
、

持
直
が
持
っ
て
い
た
筑
後
守
護
職

を
与
え
ら
れ
、肥
後
筑
後
両
国
の
守

護
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
持
朝
は
、父
兼
朝
と

は
異
な
り
親
幕
府
の
方
針
を
と
っ

て
い
ま
す
。
家
督
相
続
の
過
程
や

兼
朝
の
隠
居
中
の
詳
細
が
一
切
分

か
っ
て
い
な
い
こ
と
、ま
た
、幕
府

に
近
付
く
一
方
で
、弟
忠た

だ

親ち
か

に
自
刃

を
命
じ
た
り
、別
の
弟
泰や

す

朝と
も

と
も
争

い
、泰
朝
を
匿
っ
た
相さ

が

良ら

氏
に
殺
害

を
依
頼
し
た
り
す
る
な
ど
、相
続
自

体
が
不
穏
な
も
の
で「
家
族
間
の
折

り
合
い
は
悪
か
っ
た
」と
推
測
す
る

説
も
あ
り
ま
す
。

　

文
安
3（
１
４
４
６
）年
、持
朝
は

38
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

父
兼
朝
の
死
後
わ
ず
か
2
年
の
こ

と
で
し
た
。
墓
所
は
片
角
区
の
光
善

寺
に
あ
り
ま
す
。

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

令
和
５
年
４
月
号
の
記
事
で
地

名
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く

は
次
の
通
り
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂

正
し
ま
す
。

誤　
中
野
瀬
区
に
あ
る
七
坪
産
神
社

正　
七
坪
区
に
あ
る
七
坪
産
神
社

◆

シ
リ
ー
ズ 

◆
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