
世
界
中
の
サ
イ
ト
か
ら
商
品
を
購
入

す
る
取
引
「
越
境
取
引
」

世
界
規
模
で
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し

て
い
る
事
業
者
の
中
に
は
、
日
本
に

取
引
の
拠
点
を
置
い
て
い
な
い
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
有
料
ア
プ
リ
に
も
、
海
外
で
開
発

さ
れ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
皆
さ
ん
も
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

知
ら
な
い
う
ち
に
越
境
取
引
を
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

越
境
取
引
で
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
と
、

国
内
の
取
引
に
比
べ
て
解
決
が
難
し

く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
相

手
国
と
の
法
律
の
違
い
、
文
化
や
言

語
の
違
い
や
時
差
な
ど
に
よ
り
、
海

外
の
相
手
と
の
直
接
交
渉
や
妥
当
な

解
決
策
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
難
し

い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

ト
ラ
ブ
ル
の
半
数
以
上
が
実
は
海
外

業
者
の
日
本
語
サ
イ
ト
に
よ
る
も
の

で
す
。
そ
の
中
で
も
特
に
急
増
し
て

い
る
の
が
、
ブ
ラ
ン
ド
品
を
安
価
で

販
売
し
て
い
る
サ
イ
ト
に
注
文
し
た

ら
、
海
外
か
ら
模
倣
品
が
届
く
と
い
っ

た
被
害
で
す
。
ブ
ラ
ン
ド
の
新
品
が

半
値
以
下
で
販
売
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
模
倣
品
を
疑
っ
て
く
だ
さ
い
。

販
売
先
の
住
所
や
電
話
番
号
が
な

い
サ
イ
ト
や
、
日
本
語
が
お
か
し
い

「
は
い
！
こ
ち
ら
菊
池
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
す
！
」

問
い
合
わ
せ
先

　
菊
池
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
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㈪
〜
㈮
午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

　
商
工
観
光
課
入
り
口

サ
イ
ト
、
振
込
先
が
個
人
名
義
の
場

合
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
よ

う
な
サ
イ
ト
は
前
払
い
を
指
定
し
て

く
る
業
者
が
い
て
、
指
示
さ
れ
た
通

り
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
後
、
注

文
品
が
届
か
な
い
、
ま
た
は
注
文
品

と
は
違
う
も
の
が
届
き
そ
の
後
連
絡

が
取
れ
な
い
な
ど
の
被
害
が
増
え
て

い
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

ま
ず
会
社
概
要
欄
に
、
住
所
・
電

話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・
代
表

者
名
な
ど
の
記
載
が
あ
る
か
の
確
認

と
ネ
ッ
ト
上
の
越
境
取
引
に
つ
い
て

の
注
意
点
な
ど
も
参
照
す
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
消
費
者
庁
で
は
模

倣
品
が
疑
わ
れ
る
販
売
サ
イ
ト
の
公

開
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
国
民
生

活
セ
ン
タ
ー
暮
ら
し
の
豆
知
識
よ
り

抜
粋
）

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
。

気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い

地
域
の
味
を
守
る
「
水
源
ば
ぁ
ば
」

菊
池
と
い
う
土
地
で
育
っ
た
食
材
が
、

経
験
と
歴
史
に
培
わ
れ
た
知
恵
や
工
夫

で
「
お
も
て
な
し
」
の
料
理
に
な
る
…
。

各
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根

付
い
た
「
手
作
り
の
味
」
が
あ
り
ま
す
。

水
源
地
区
で
、
食
を
通
じ
て
地
域
を
元

気
に
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
が
、

き
ら
り
水
源
村
加
工
部
の
皆
さ
ん
で
す
。

料
理
上
手
の
お
母
さ
ん
た
ち
は
現
在
８

人
。そ
の
元
気
な
笑
顔
か
ら「
水
源
ば
ぁ

ば
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

水
源
ば
ぁ
ば
た
ち
は
、
市
の
グ
リ
ー

ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
拠
点
で
あ
る
「
き
く

ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館
」
で
、
全
国

か
ら
訪
れ
る
人
々
を
お
い
し
い
料
理
で

も
て
な
し
て
い
ま
す
。

水
源
ば
ぁ
ば
か
ら

「
戦
後
の
食
糧
が
十
分
で
な
か
っ
た

時
代
、
私
た
ち
の
祖
母
や
母
が
工
夫
を

し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
を
作
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
工
夫
が
地
域
の
味

と
な
り
、
そ
れ
を
大
事
に
受
け
継
い
で

い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
一
緒
に
活
動

す
る
人
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、ば
ぁ
ば
で
な
く
て
も
Ｏ
Ｋ
よ
！
」

問
い
合
わ
せ
先

　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館

　
☎
０
９
６
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ふ
る
さ
と
緑
の
便
り

菊
池
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

廣田喜久男　風景写真展
期　間　～ 12月 14日㈰
　菊池渓谷と菊池市の身近な風景などを撮影し、展示して
います。

「ある日あの時」二人展　　徳永尚美・鶴長広志
期　間　12月 16日㈫～平成 27年１月 18日㈰
カメラ屋さんで知り合って４年、菊池応援隊５・８会の

仲間による写真展です。

まちかど資料館企画展「菊池市の六地蔵菩薩展」
期　間　12月５日㈮～平成 27年３月 29日㈰
県内にはおよそ 400 基の六地蔵があるとされています。

戦乱が続いた室町後期から地蔵菩薩に対する信仰が高まり、
救済の手を伸ばしてくれる菩薩として祭られました。その
六地蔵菩薩の中から、いくつかの形式、種類などを紹介し
ていきます。

問い合わせ先　わいふ一番館　☎0968（24）6630 問い合わせ先　菊池夢美術館　☎0968（23）1155

開館時間　午前９時～午後５時 30分
※12月 29日㈪～平成 27年１月３日㈯の年末年始期間中
は午前10時～午後４時

第10回夫婦の手紙・絵手紙展
期　間　～平成27年１月30日㈮
本年度応募作品を全て展示します。他にも第２回からの

作品もご覧いただけます（ファイル保管）。

常設コーナー
菊池一族の歴史
菊池にまつわる女性

※休館日：月曜日 （祝日の場合は翌日）

水源ばぁば

手作り弁当

32

第 10回絵手紙最優秀賞
新
にっ

田
た

憲
のり

明
あき

さん
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「
水
俣
病
は
今
・
・
・
」

地
域
人
権
教
育
指
導
員

米よ
ね

村む
ら

隆り
ゅ
う

一い
ち

郎ろ
う

人
権
・
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ       

「
不
知
火
の
海
に
在
る
す
べ
て
の
御

霊
よ

二
度
と
こ
の
悲
劇
は
繰
り
返
し

ま
せ
ん

安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ

い
」慰

霊
碑
が
祭
っ
て
あ
る
埋
立
地
に
立

ち
、
目
の
前
に
広
が
る
穏
や
か
な
水
俣

の
海
を
眺
め
て
い
る
と
、
58
年
前
に
認

定
さ
れ
た
水
俣
病
の
悲
劇
を
忘
れ
て
し

ま
う
か
の
よ
う
な
海
の
碧
さ
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

菊
池
市
人
権
・
同
和
教
育
推
進
協
議

会
の
組
織
の
一
つ
で
あ
る
「
校
区
人
権

啓
発
推
進
部
会
」
で
は
、
会
員
一
人
一

人
の
人
権
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

に
、
本
年
度
は
10
月
初
旬
に
水
俣
病
に

関
す
る
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。
語

り
部
さ
ん
の
講
話
や
、
水
俣
病
資
料
館

で
の
説
明
に
聴
き
入
っ
て
い
る
と
、
水

俣
病
が
も
た
ら
し
た
悲
惨
な
現
実
に
強

い
憤
り
と
深
い
悲
し
み
が
込
み
上
げ
て

き
ま
す
。
ま
た
、
水
俣
病
の
負
の
遺
産

を
明
る
い
未
来
へ
繋
げ
て
い
く
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
を
乗
り
越
え
て
こ
ら

れ
た
被
害
者
や
水
俣
市
民
の
思
い
を
受

け
継
い
で
い
く
責
務
が
、
今
を
生
き
る

私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改

め
て
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

水
俣
病
は
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
が
不

知
火
海
に
流
し
た
工
場
排
水
に
含
ま
れ

る
メ
チ
ル
水
銀
が
魚
介
類
を
汚
染
し
、

知
ら
な
い
間
に
そ
の
魚
を
食
べ
た
人
た

ち
が
メ
チ
ル
水
銀
中
毒
に
な
っ
た
公
害

病
で
す
。
高
度
経
済
成
長
と
い
う
名
の

下
に
、
経
済
的
な
豊
か
さ
を
追
い
求
め
、

地
球
環
境
へ
の
配
慮
を
忘
れ
た
代
償
が
、

甚
大
な
健
康
被
害
と
環
境
汚
染
を
引
き

起
こ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

豊
か
な
海
の
恵
み
に
あ
ふ
れ
、
貧
し

く
て
も
心
は
繋
が
り
、
お
互
い
に
助
け

合
い
励
ま
し
合
っ
て
い
た
日
常
の
生
活

が
分
断
さ
れ
、
か
け
が
え
の
な
い
健
康

と
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
水
俣

病
に
対
す
る
無
知
と
偏
見
に
よ
っ
て
、

就
職
を
断
わ
ら
れ
た
り
、
婚
約
が
解
消

さ
れ
た
り
な
ど
の
差
別
が
生
ま
れ
た
の

で
す
。

「
母
ち
ゃ
ん
、
シ
ャ
ク
ラ
（
桜
）
は

ま
だ
？
早
よ
う
シ
ャ
ケ
（
咲
け
）
ば
よ

か
と
に
」
と
言
う
の
が
口
グ
セ
で
し
た
。

桜
咲
く
入
学
の
直
前
、
口
か
ら
あ
ぶ
く

を
吹
き
、
幼
い
命
の
灯
は
消
え
ま
し
た
。

（
水
俣
病
詩
集
「
戻
ら
ぬ
命
」
よ
り
）

桜
の
開
花
を
楽
し
み
に
し
な
が
ら
、

胎
児
性
水
俣
病
患
者
と
し
て
短
い
一
生

を
閉
じ
た
我
が
子
へ
の
愛
情
と
悲
し
み
、

水
俣
病
に
対
す
る
怒
り
が
胸
に
突
き
刺

さ
っ
て
き
ま
す
。
水
俣
の
悲
し
い
歴
史

は
、
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
多
く
の
人
の
夢
や
希
望
を
奪
っ
た

水
俣
病
の
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め

問
い
合
わ
せ
先

　
人
権
啓
発
課
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に
も
、
次
の
世
代
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
続

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

熊
本
県
は
、「
水
俣
病
の
教
訓
に
学

ぶ
」
観
点
か
ら
、
県
内
の
小
学
５
年
生

が
直
接
水
俣
を
訪
問
し
、
公
害
被
害
か

ら
環
境
再
生
へ
立
ち
上
が
る
水
俣
の
姿

に
学
ぶ
「
こ
ど
も
エ
コ
セ
ミ
ナ
ー
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
部
活
動

の
試
合
中
に
、「
さ
わ
る
な
！
水
俣
病
、

き
た
な
い
」
と
い
う
心
な
い
差
別
発
言

が
起
こ
り
、
水
俣
の
人
々
に
新
た
な
悲

し
み
を
与
え
ま
し
た
。
水
俣
病
は
「
怖

い
」「
う
つ
る
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
認

識
を
た
だ
す
た
め
に
も
、
学
校
や
社
会

に
お
け
る
さ
ら
な
る
人
権
教
育
の
充
実

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
、
水
俣
病
に
対
す
る
正
し

い
理
解
と
共
に
、
水
俣
病
に
よ
っ
て
断

ち
切
ら
れ
た
人
と
人
の
絆
、
人
と
自
然

の
関
係
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
「
も
や

い
直
し
」
の
取
り
組
み
を
再
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
環

境
モ
デ
ル
都
市
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ

り
、
世
界
に
誇
れ
る
水
俣
の
自
然
や
環

境
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
正
の
財

産
と
し
て
、
身
近
な
私
た
ち
の
生
活
に

生
か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

差
別
は
な
く
な
る
も
の
で
は
な
く
、

な
く
し
て
い
く
も
の
！

問
い
合
わ
せ
先
　
企
画
振
興
課

☎
０
９
６
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菊
池
氏
の
本
城
を
防
衛
す
る
た
め

の
拠
点
と
し
て
建
設
さ
れ
た
外
城
の

一
つ
で
す
。
地
域
住
民
か
ら
は
、「
城

山
さ
ん
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、

城
山
大
明
神
と
笛
大
明
神
が
祭
ら
れ

て
い
ま
す
。
下
段
の
竹
林
に
は
、
菊

池
氏
17
代
武
朝
公
の
墓
所
が
あ
り
ま

す
。十

一
面
観
世
音
菩
薩
を
本
尊
と
し

た
お
寺
「
晋
門
山
妙
音
寺
」
今
村
観

音
堂
で
、
菊
池
氏
に
関
わ
る
人
た
ち

も
葬
ら
れ
た
観
音
寺
で
す
。
本
尊
は
、

昭
和
30
年
頃
に
盗
ま
れ
た
ま
ま
行
方

不
明
で
、
現
在
は
聖
観
世
音
菩
薩
が

祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
７
月
第
２

日
曜
日
に
は
、
観
音
さ
ん
祭
り
が
行

わ
れ
ま
す
。

稗
方
城
址

認定番号第特別H25-3 号
推薦者　稗方区

今
村
観
音
堂

54

111

雪
野
区
の
東
部
に
位
置
し
、

１
１
１
３
年
、
菊
池
氏
第
４
代
経
宗

公
の
勧
請
に
て
応
神
天
皇
、
神
功
皇

后
を
祭
神
に
仰
ぎ
建
立
。
特
に
軍
神

と
し
て
の
信
仰
が
厚
く
、
五
穀
豊
穣
、

産
業
繁
栄
の
祈
願
所
と
さ
れ
ま
し
た
。

7
年
毎
の
遷
宮
祭
が
有
名
で
、
保
存

会
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

雪
野
八
幡
宮

菊
池
一
族
が
聖
護
寺
に
行
く
際
の

休
憩
寺
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
寺
の
東
側
斜
面

に
黒
染
め
桜
が
あ
り
、
桜
の
脇
に
菊

池
氏
第
14
代
武
士
公
が
読
ん
だ
黒
染

め
桜
の
歌
碑
が
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。

参
道
に
は
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
か
ら

残
る
宝
篋
印
塔
（
県
指
定
文
化
財
）

が
あ
り
ま
す
。

寺
尾
野
大
圓
寺
と
墨
染
め
桜

認定番号第特別H25-4 号
推薦者　今区

認定番号第特別H25-5 号
推薦者　雪野区

認定番号第特別H25-6 号
推薦者　小野寺区
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