
菊
池
は
狗
奴
国
か

パ
ー
ト
２
シ
リ
ー
ズ
⑧ 

　

弥
生
時
代
に
な
る
と
「
茂
賀
の

浦
」
の
水
が
引
い
た
後
に
新
し
い
ム

ラ
が
で
き
て
く
る
。

　

そ
し
て
盆
地
面
よ
り
一
段
高
い
台

地
上
の
見
晴
ら
し
の
良
い
所
に
は
、

ム
ラ
を
統
率
す
る
ク
ニ
が
で
き
始
め

た
。
花
房
台
地
の
小
野
崎
遺
跡
、

三
万
田
遺
跡
、
台う

て
な
台
地
の
城
ノ
上
遺

跡
、
岡
田
遺
跡
、
三
次
遺
跡
、
山
崎

遺
跡
、
辺
田
上
靏
遺
跡
、
山
鹿
の
方

保
田
東
原
遺
跡
な
ど
が
弥
生
時
代
に

急
速
に
勢
力
を
つ
け
た
ク
ニ
で
あ
ろ

う
。

　

台
台
地
の
突
端
の
「
城
ノ
上
遺

跡
」
は
、
発
掘
当
時
「
吉
野
ヶ
里
遺

跡
」
に
匹
敵
す
る
大
き
な
ク
ニ
で

あ
っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
花
房
台
地
で
は
小
野
崎
遺
跡

が
発
掘
さ
れ
弥
生
土
器
な
ど
が
コ
ン

テ
ナ
２
、
０
０
０
箱
ほ
ど
出
土
し

た
。
鉄
の
釣
り
針
な
ど
が
出
土
し
て

お
り
興
味
深
い
。

　

時
代
は
少
し
下
る
が
、
長
明
寺
坂

古
墳
、
上
梶
迫
靏
古
墳
、
蛇
塚
古

墳
、
木
柑
子
高
塚
古
墳
、
大
塚
古

墳
、
長
田
外
園
遺
跡
、
狐
塚
古
墳
、

村
田
遺
跡
、
赤
星
や
ん
ぼ
し
塚
古

墳
、
福
土
・
水
溜
遺
跡
な
ど
弥
生
時

代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
古
墳

が
集
中
し
て
お
り
、
菊
池
川
流
域
に

は
、
有
力
な
勢
力
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
魏
志
倭
人

伝
に
「
其
の
南
に
狗
奴
国
有
り
、
男

子
を
王
と
な
す
其
の
官
に
狗
古
智
卑

狗
有
り
、
女
王
に
属
さ
ず
」
と
あ
る

が
、
菊
池
は
鞠
智
城
な
ど
か
ら
、
旧

地
名
を
「
ク
ク
チ
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
「
ク
ク
チ
ヒ
ク
」
は
、
菊
池
の

弥
生
の
ク
ニ
を
統
率
す
る
長
官
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
狗
奴
国
は
菊
池
・
山
鹿
・

菊
水
・
玉
名
を
含
め
た
菊
池
川
流
域

だ
け
で
な
く
、
阿
蘇
・
白
川
流
域
・

緑
川
流
域
に
ま
た
が
る
大
き
な
連
合

国
で
あ
っ
た
ろ
う
。
狗
奴
国
連
合
の

先
頭
に
狗ク

ク

チ

ヒ

ク

古
智
卑
狗
が
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

菊
池
の
古
代
史
研
究　
　

中
原　

英

迫
水
小
学
校
３
年

　
　
　
　
　
大
つ
か
ま
い
さ
ん

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       
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お
母
さ
ん
の
か
か
と

　

「
行
っ
て
き
ま
ー
す
。
お
く
れ
ん

ご
つ
行
か
な
ん
よ
」

　

早
出
の
時
、
お
母
さ
ん
は
、
わ
た

し
た
ち
に
こ
う
言
っ
て
、
バ
タ
バ
タ

バ
タ
と
出
て
い
き
ま
す
。
朝
６
時
半

に
は
、
お
く
れ
な
い
よ
う
に
走
っ
て

車
で
出
ま
す
。

　

わ
た
し
の
お
母
さ
ん
は
、
り
ゅ
う

も
ん
ダ
ム
の
ロ
ン
ロ
ン
か
ん
で
は
た

ら
い
て
い
ま
す
。

　

い
つ
も
は
、
朝
７
時
10
分
か
20
分

に
は
、
行
っ
て
い
ま
す
。
よ
る
お
そ

く
か
え
っ
て
く
る
時
も
あ
り
ま
す
。

月
見
の
時
な
ん
か
、
朝
わ
た
し
が
お

き
た
時
に
は
出
て
行
っ
て
い
た
し
、

そ
の
日
の
よ
る
９
時
半
に
か
え
り
ま

し
た
。

「
た
だ
い
ま
〜
。
つ
か
れ
た
〜
」
と

言
っ
て
、
お
き
ゃ
く
さ
ん
の
話
な
ど

を
し
て
い
ま
し
た
。

　

お
母
さ
ん
は
、
ロ
ン
ロ
ン
か
ん
で
、

お
べ
ん
と
う
を
つ
く
っ
た
り
、
お
み

や
げ
を
う
っ
た
り
、
つ
け
も
の
の
ふ

く
ろ
を
な
ら
べ
た
り
し
て
い
ま
す
。

た
ま
に
わ
た
し
た
ち
が
、
ロ
ン
ロ
ン

か
ん
に
ご
は
ん
を
食
べ
に
行
く
と
、

ち
ょ
っ
と
は
ず
か
し
そ
う
に
し
て
よ

ろ
こ
ん
で
い
ま
す
。

　

お
ひ
る
は
、
ロ
ン
ロ
ン
か
ん
の
レ

ス
ト
ラ
ン
で
は
た
ら
い
て
、
お
ひ
る

す
ぎ
に
、
お
き
ゃ
く
さ
ん
が
い
な
く

な
っ
て
か
ら
、
台
ど
こ
ろ
の
す
み
で

お
ひ
る
ご
は
ん
を
食
べ
ま
す
。
お
ひ

る
ご
は
ん
を
食
べ
る
の
が
夕
が
た
に

な
る
時
も
あ
っ
て
、
家
で
、
夕
食
を

食
べ
き
れ
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。

　

公
み
ん
か
ん
で
、
け
い
ろ
う
会
な

ど
が
あ
る
時
は
、
お
べ
ん
と
う
を
百

何
こ
か
つ
く
っ
て
出
し
て
い
る
そ
う

で
す
。
前
に
一
ど
お
母
さ
ん
が
つ

く
っ
た
お
べ
ん
と
う
を
、
公
み
ん
か

ん
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
か

ず
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

土
曜
日
も
し
ご
と
で
す
。
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
も
休
み
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
立
ち
っ
ぱ
な
し
だ
か
ら
、

足
の
う
ら
に
は
マ
メ
が
い
っ
ぱ
い
あ

る
し
、
か
か
と
は
か
た
く
な
っ
て
い

る
の
で
、
弟
の
大
地
は
ま
ち
が
っ
て

「
マ
マ
、
足
の
う
ら
に
、
ご
は
ん
つ

ぶ
が
か
た
ま
っ
て
る
よ
」
と
言
う
の

で
、
お
母
さ
ん
は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
た

ち
と
わ
ら
い
ま
す
。

「
こ
し
、
も
ん
で
」
と
、
う
つ
ぶ
せ

に
な
っ
て
言
わ
れ
る
時
は
、
せ
な
か

に
ま
た
が
っ
て
手
で
た
た
い
て
あ
げ

ま
す
。
お
母
さ
ん
に
だ
き
つ
く
と
、

ご
は
ん
の
に
お
い
が
し
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
（
お
母
さ
ん
、
し
ご
と

い
そ
が
し
い
ん
だ
な
あ
）
と
思
い
ま

す
。

　

日
曜
日
だ
け
が
休
み
だ
か
ら
き
つ

そ
う
だ
け
ど
、
わ
た
し
た
ち
を
ど
こ

か
に
つ
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

大
せ
つ
で
、
大
す
き
な
お
母
さ
ん

で
す
。

小野崎遺跡より菊池盆地を望む

迫水小学校２年　はらだたくくん
テーマ「えがおいっぱい」

ポスター

人
権
標
語

だ
い
じ
ょ
う
ぶ　

こ
の
ひ
と
こ
え
で　

す
く
わ
れ
る

身
の
ま
わ
り　

無
理
し
て
る
人
は　

い
ま
せ
ん
か

旭
志
小
学
校
５
年　

小
倉
衣
央
さ
ん

旭
志
小
学
校
６
年　

杉
田
京
太
く
ん

熊ゆ
う
じ
ざ
ん
し
ょ
う
か
ん
じ
く
り

耳
山
正
観
寺
庫
裏

熊
耳
山
正
観
寺
の
礎そ
せ
き
ぐ
ん
石
群

熊
耳
山
正
観
寺
地
蔵
堂
と

木
造
地
蔵
菩
薩
坐ざ
ぞ
う像

　

元
弘
３
年
、
12
代
菊
池
武
時
が
博

多
の
鎮
西
探
題
を
襲
撃
し
た
と
き
幼

少
の
武
光
は
博
多
の
臨
済
宗
聖
福
寺

に
か
く
ま
わ
れ
、
菊
池
へ
無
事
に
送

り
返
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
恩
義
を
忘

れ
な
か
っ
た
武
光
が
、
同
寺
の
大
方

元
恢
を
招
い
て
興
国
５
年
に
建
立
し

た
寺
院
で
す
。

　

菊
池
武
光
は
寺
領
66
町
を
寄
進
し
、

菊
池
氏
全
盛
の
こ
ろ
、
境
内
に
は
万

松
院
な
ど
14
坊
や
堂
宇
が
建
ち
並

び
、
宝
徳
３
年
、
20
代
菊
池
為
邦
の

こ
ろ
に
は
、
全
国
十
刹
に
数
え
ら
れ
、

代
々
硯せ

き
が
く学
の
高
僧
を
輩
出
し
た
西
国

屈
指
の
大
寺
院
で
し
た
。

そ
し
て
外
側
の
中
央
に
接
し
て
２
個

あ
り
、
原
初
の
礎
石
は
20
個
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

比
較
的
正
確
に
並
ん
で
い
る
礎
石

に
つ
い
て
調
査
す
る
と
、
東
・
西
側

の
柱
間
は
３
．
３
３
ｍ
、
北
側
の
各

間
も
同
じ
く
３
．
３
３
ｍ
、
そ
し
て

中
央
の
み
が
４
．
２
４
ｍ
と
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
地
形
お
よ
び
礎
石

の
残
存
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
正
面

は
三
間ま

、
側
面
四
間ま

の
建
物
と
み
ら

れ
ま
す
。

　

礎
石
の
周
辺
か
ら
古
代
の
布
目
瓦

が
灰
と
共
に
出
土
し
て
お
り
、
遺
物

や
周
囲
の
状
況
か
ら
平
安
中
・
後
期

の
寺
院
跡
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
堂

宇
や
庫
裏
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

正
観
寺
地
蔵
堂
の
基
壇
の
周
囲
に

礎
石
群
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
礎
石

は
基
壇
の
東
側
に
５
個
、
西
側
に
５

個
、
北
側
に
２
列
に
５
個
と
４
個
、
　

正
観
寺
の
あ
る
一
段
高
い
所
は
庫

裏
で
す
が
、
そ
の
南
の
下
に
あ
る
平

地
に
、
近
世
末
に
改
築
さ
れ
た
地
蔵

堂
が
あ
り
、
室
町
後
期
作
の
木
造
地

蔵
菩
薩
坐
像
一
躯
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

像
の
姿
は
頭
を
丸
め
、
身
に
は
衲の

う

衣い

、
袈
裟
を
ま
と
う
僧
形
で
、
左
手

に
宝
珠
を
も
ち
、
右
手
に
錫し

ゃ
く
ぞ
う杖
を
も

つ
立
像
が
多
い
中
、
本
像
は
樟
の
寄

木
造
り
で
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
像
高

は
１
５
９
ｃ
ｍ
に
達
し
、
台
座
の
上

に
置
か
れ
た
蓮
華
座
に
ど
っ
か
り
と

あ
ぐ
ら
を
か
い
て
お
り
、
坐
像
と
し

て
は
県
下
最
大
級
の
部
類
に
属
す
る

巨
像
で
す
。

　

髙
木
家
の
祖
先
は
近
江
高
城
の
出

で
、
永
正
年
間
（
１
５
０
４
年
〜
１

５
２
０
年
）
菊
池
氏
に
仕
え
、
滅
亡

後
は
菊
池
郡
深
川
村
（
現
・
深
川
）

に
住
ん
だ
。
代
々
軍
陣
笛
方
の
家
柄

で
、
加
藤
清
正
・
忠
広
父
子
、
細
川

歴
代
藩
主
に
仕
え
た
「
笛
一
道
」
の

笛
師
で
あ
っ
た
。

　

髙
木
元
右
衛
門
は
、
天
保
４
年
、

甚
之
助
の
次
男
に
生
ま
れ
た
。
笛
師

の
家
業
を
継
ぎ
、
兄
治
三
兵
衛
の
剣

術
道
場
で
、
剣
術
・
柔
術
・
居
合

術
・
槍
術
を
修
得
、
元
右
衛
門
の
門

人
も
３
８
０
余
人
を
数
え
た
。
特
に

剣
術
・
槍
術
で
は
、
藩
内
外
の
他
流

試
合
で
勇
名
を
馳
せ
た
。
一
時
期
玉

名
郡
荒
尾
村
の
宮
崎
家
養
子
と
な
っ

た
。

　

尊
王
攘
夷
の
志
厚
く
、
文
久
２
年
、

細
川
護
美
の
「
禁
門
」
の
警
備
に
随

行
、
翌
３
年
５
月
肥
後
藩
選
出
の
親

兵
と
な
っ
た
。
８
月
18
日
の
政
変
で

は
三
条
実
美
ら
七
卿
落
ち
の
護
衛
の

た
め
脱
藩
し
た
。
ま
た
三
条
実
美
の

命
を
受
け
、
深
川
策
助
の
変
名
で
、

上
方
の
情
報
探
索
に
奔
走
し
た
。

　

元
治
元
年
６
月
、
京
都
池
田
屋
で

長
州
・
土
佐
・
肥
後
藩
の
尊
攘
派
ら

と
会
合
中
、
新
撰
組
の
近
藤
勇
・
沖

田
総
司
ら
の
襲
撃
を
受
け
た
。
肥
後

藩
の
宮
部
鼎
蔵
は
自
刃
、
松
田
重
助

は
斬
殺
さ
れ
た
。
元
右
衛
門
は
近
藤

勇
に
脇
差
と
短
刀
で
戦
い
、
そ
の
包

囲
を
脱
出
し
た
。

　

翌
７
月
、
長
州
藩
兵
の
先
鋒
と
し

て
、
会
津
・
薩
摩
藩
兵
の
警
護
す
る

「
禁
門
」
（
蛤
御
門
）
に
、
両
刀
振

り
か
ざ
し
て
切
り
込
ん
だ
。
会
津
藩

兵
の
銃
弾
は
股
と
隔
（
胸
と
腹
の

間
）
を
貫
通
、
そ
の
勇
猛
さ
と
壮
絶

な
死
姿
に
首
級
を
挙
げ
得
な
か
っ
た

と
い
う
。
享
年
32
歳
。

辞
世
の
歌

・
屍
を
ば　

都
の
苔
に

　

埋
め
置
き
て　

わ
が
大
君
の

　

ま
も
り
と
や
せ
む

・
太
刀
刀　

ぬ
き
は
な
ち
た
る

　

今
日
よ
り
は　

治
る
御
代
の

　

始
と
そ
し
れ

　

墓
は
、
深
川
の
共
同
墓
地
の
北
隣

り
髙
木
家
墓
所
内
に
あ
る
。
ま
た
京

都
霊
山
神
社
境
内
に
は
、
長
州
藩
殉

死
者
の
墓
標
群
の
中
央
に
「
肥
後
髙

木
元
右
衛
門
源
直
久
墓
」
（
写
真
）

が
建
っ
て
い
る
。
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学
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