
菊
之
池
城（
深
川
館
）跡

菊
之
池
跡

菊
池
氏
初
代
則
隆
公
墓
所

並
び
に
頓
宮

妙
蓮
寺
観
音
堂

菊
池
と
遠
野
の
ル
ー
ツ

パ
ー
ト
２
シ
リ
ー
ズ
⑩ 

　

遠
野
と
菊
池
の
つ
な
が
り
は
、
い

つ
の
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

遠
野
の
新
谷
家
（
代
々
「
新
谷
番

所
」
を
守
る
役
人
の
家
）
の
家
系
図

に
よ
れ
ば
、
「
第
16
代
菊
池
武
政
の

こ
ろ
ま
で
は
、
肥
後
の
守
と
あ
り
、

松
千
代
貞
頼
自
殺
の
項
、
幼
稚
の
末

子
を
乳
母
へ
養
育
を
頼
み
城
中
よ
り

落
ち
行
く
」
と
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
菊
池
一
族
の
一
部
が
落

ち
延
び
て
遠
野
に
土
着
し
た
の
が
、

始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。

　

落
ち
延
び
て
い
く
の
に
何
も
知
ら

な
い
遠
く
の
土
地
に
、
い
き
な
り
行

く
わ
け
が
な
い
。
も
っ
と
古
い
時
代

か
ら
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

調
べ
て
い
た
ら
、
菊
池
と
遠
野
に

共
通
す
る
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

そ
の
①
菊
池
と
遠
野
は
、
大
昔
は
、

ど
ち
ら
も
湖
で
あ
っ
た
。

　

弥
生
時
代
の
幕
開
け
の
こ
ろ
は
、

ど
ち
ら
も
ク
グ
と
い
う
水
草
の
生
い

茂
る
湿
地
帯
で
あ
っ
た
。

　

水
稲
栽
培
の
技
術
を
携
さ
え
て
渡

来
し
て
き
た
人
々
が
開
拓
に
適
す
る

土
地
を
求
め
た
と
す
れ
ば
、
菊
池
も

遠
野
も
理
想
的
な
土
地
で
あ
っ
た
ろ

う
。
海
上
の
道
を
通
じ
て
同
じ
こ
ろ

同
一
の
民
が
菊
池
に
も
遠
野
に
も
き

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

そ
の
②
菊
池
の
語
源
は
、
「
ク
ク

チ
」
で
あ
る
が
、
ク
グ
の
生
い
茂
る

湿
地
を
「
ク
グ
牟
田
」
と
か
「
ク
ク

チ
」
と
い
う
。
遠
野
で
は
、
菊
池
姓

が
大
変
多
く
人
口
の
四
分
の
一
を
占

め
る
。
地
形
的
に
湿
地
「
ク
グ
チ
」

が
多
か
っ
た
の
で
「
菊
池
」
と
言
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
③
菊
池
も
遠
野
も
共
に
「
た

た
ら
製
鉄
」
の
盛
ん
だ
っ
た
地
域
で

あ
る
。
菊
池
は
「
延
寿
太
郎
」
の
刀

鍛
冶
で
有
名
だ
し
、
菊
池
川
流
域

は
、
弥
生
時
代
の
鉄
製
武
器
の
出
土

件
数
が
極
め
て
多
い
。
ま
た
、
遠
野

は
、
「
南
部
鉄
瓶
」
で
有
名
で
あ

る
。
去
年
の
11
月
に
遠
野
か
ら
の
訪

問
団
に
リ
ン
ゴ
の
無
農
薬
栽
培
を
さ

れ
て
い
る
「
白
金
さ
ん
」
と
い
う
人

が
お
ら
れ
た
。
こ
の
人
の
祖
先
は
、

鍛
冶
屋
さ
ん
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
南
部
鉄
の
生
産
者

で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
菊
池
に
も
遠
野
に
も
古

代
の
加
茂
神
社
や
横
穴
古
墳
が
共
通

し
て
あ
る
こ
と
、
菊
池
も
遠
野
も

カ
ッ
パ
の
里
で
あ
る
な
ど
共
通
点
が

多
く
て
興
味
は
尽
き
な
い
。

菊
池
の
古
代
史
研
究　
　

中
原　

英

菊
池
北
中
学
校
３
年

　
　
　
　
　
　
　
　　
水
上
彩
香

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       

65

人
権
学
習
を
通
し
て
考
え
た
こ
と

　

私
は
３
年
間
で
「
水
俣
病
学
習
」

「
全
国
水
平
社
」
「
ハ
ン
セ
ン
病
」

等
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
し
っ
か

り
学
ぶ
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
３
年
生
は
、
６
月
に
「
ハ

ン
セ
ン
病
」
の
学
習
で
菊
池
恵
楓
園

へ
行
き
ま
し
た
。
元
患
者
さ
ん
が
入

所
さ
れ
て
い
て
、
病
院
や
文
化
会
館
、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
あ
る

事
を
知
り
驚
き
ま
し
た
。
事
前
授
業

を
受
け
て
い
た
時
は
暗
く
て
、
何
も

な
い
所
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
実
際
は
皆
さ
ん
と
楽
し
く
過
ご
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
阿
部
智

子
さ
ん
の
お
話
を
聞
く
と
私
は
恥
ず

か
し
く
な
り
ま
し
た
。
「
楽
し
く
過

ご
さ
れ
て
い
た
」
の
は
、
現
在
の
話

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
昔
は
監
視
の
目

が
ひ
ど
く
壁
に
近
づ
い
た
だ
け
で

「
監
禁
室
」
に
連
れ
て
行
か
れ
、
罰

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
何
よ
り
も
ひ
ど
い
と
思
っ

た
の
が
、
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
で
し

た
。
話
を
聞
い
た
時
は
涙
が
出
そ
う

に
な
り
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
授
か
っ

た
命
な
の
に
お
ろ
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
し
、
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
だ
ら
目

の
前
で
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で

す
。
想
像
し
た
だ
け
で
恐
ろ
し
い
で

す
。

　

「
差
別
は
人
を
殺
す
」
と
聞
い
た

事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
通
り
だ
と

思
い
ま
し
た
。
例
え
、
ど
ん
な
に
病

気
が
ひ
ど
く
て
も
、
軽
べ
つ
す
る
よ

う
な
目
で
は
絶
対
に
見
た
く
な
い
と

思
い
ま
す
。
人
は
周
り
か
ら
の
悪
口

や
軽
べ
つ
な
ど
を
受
け
る
と
見
た
目

以
上
に
傷
つ
き
、
ひ
ど
い
場
合
は
死

ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人

権
学
習
を
受
け
て
き
た
中
で
、
講
話

を
し
て
頂
い
た
皆
さ
ん
は
本
当
に
強

い
と
思
い
ま
す
。
私
は
自
分
の
過
去

を
話
す
事
は
恥
ず
か
し
い
し
、
特
に

嫌
な
思
い
出
は
絶
対
に
話
し
た
く
あ

り
ま
せ
ん
。
で
も
、
講
演
さ
れ
た

人
々
は
涙
を
流
し
な
が
ら
話
さ
れ
ま

し
た
。
辛
い
思
い
出
ば
か
り
な
の
に
、

そ
れ
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
事
件
が

今
で
も
起
き
て
い
ま
す
。
最
近
で
は

「
黒
川
温
泉
事
件
」
で
す
。
思
い
出

づ
く
り
に
と
、
計
画
さ
れ
た
企
画
が

一
瞬
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

元
患
者
さ
ん
た
ち
も
辛
く
て
立
ち
直

れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ

け
世
の
中
、
人
権
学
習
な
ど
を
行
っ

て
い
る
の
に
。
菊
池
恵
楓
園
の
歴
史

資
料
館
に
は
当
時
の
手
紙
や
F
A
X

が
展
示
し
て
あ
り
ま
し
た
。
ひ
ど
い

事
ば
か
り
書
い
て
あ
り
、
私
は
最
後

ま
で
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
死

ね
」
「
病
気
が
う
つ
る
か
ら
病
人
は

来
る
な
」
「
お
前
ら
が
温
泉
に
入
る

資
格
は
な
い
」
な
ど
人
権
侵
害
の
限

界
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
悪

い
手
紙
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
負
け
ず
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」

「
私
た
ち
は
皆
さ
ん
の
味
方
で
す
」

な
ど
元
患
者
さ
ん
の
励
み
に
な
る
言

葉
が
た
く
さ
ん
か
け
て
あ
り
ま
し
た
。

私
は
そ
の
手
紙
を
読
ん
で
「
こ
う
い

う
人
間
に
な
り
た
い
、
な
ら
な
け
れ

ば
…
」
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

　

私
は
今
ま
で
友
だ
ち
が
い
じ
め
ら

れ
て
い
て
も
、
い
じ
め
て
い
る
人
た

ち
を
注
意
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
み
ん
な
が
し
て
い
る
か
ら
」
「
自

分
ま
で
い
じ
め
ら
れ
た
く
な
い
か

ら
」
な
ど
自
分
中
心
の
考
え
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
で
も
、
自
分
自
身
の

行
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
「
ハ
ン

セ
ン
病
の
元
患
者
さ
ん
に
手
紙
を
送

り
つ
け
る
事
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
」

と
思
い
ま
し
た
。
い
じ
め
は
人
生
の

全
て
を
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
私
自

身
、
い
じ
め
は
大
嫌
い
な
の
で
、
自

分
か
ら
注
意
の
で
き
る
強
い
人
間
に

な
り
た
い
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
人
が
傷
つ

き
、
亡
く
な
ら
れ
て
き
た
人
々
の
事

を
知
り
ま
し
た
。
自
分
で
考
え
た
事
、

感
じ
た
事
、
そ
し
て
多
く
の
人
々
の

思
い
を
伝
え
る
側
に
な
れ
る
よ
う
頑

張
り
た
い
で
す
。

　

３
年
間
の
人
権
学
習
を
生
か
し
て

い
き
ま
す
。
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別
名
を
菊
池
古
城
・
深
川
城
・
雲

上
城
と
い
い
、
大
宰
府
の
府
官
で

あ
っ
た
藤
原
則
隆
が
延
久
２
年
に
館

を
構
え
た
所
で
、
城
と
し
て
の
備
え

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
時
の
交
通
手
段
は
舟
運
に

頼
っ
て
い
ま
し
た
が
、
堤
防
が
な

か
っ
た
と
き
の
自
然
の
流
れ
で
は
、

こ
の
辺
り
が
舟
着
場
だ
っ
た
と
思
わ

れ
て
い
ま
す
。
周
囲
の
地
形
は
、
こ

の
右
岸
を
要
と
し
た
穀
倉
地
帯
が
扇

状
に
広
が
っ
て
お
り
、
舟
着
場
の
あ

る
対
岸
の
赤
星
荘
も
一
族
の
支
配
地

で
し
た
。
こ
の
城
は
守
り
の
城
と
し

て
は
適
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
南

北
朝
の
騒
乱
期
に
は
、
山
城
の
機
能

を
備
え
た
隈
府
の
守
山
城
が
菊
池
氏

の
本
城
と
な
り
ま
し
た
。

　

深
川
の
河
岸
段
丘
の
下
に
、
隈
府

扇
状
地
の
豊
か
な
湧
水
地
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
池
が
菊
の
花
の
形
に
似

て
い
た
こ
と
か
ら
、
菊
之
池
と
呼
ば

れ
、
こ
こ
か
ら
菊
池
の
地
名
が
起

こ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

池
の
周
り
に
菊
花
が
咲
き
乱
れ
て
い

た
の
で
、
菊
之
池
と
呼
ば
れ
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
宰
府
将
監
だ
っ
た
菊
池
則
隆
は
、

延
久
２
年
に
深
川
に
居
館
し
、
菊
之

城
を
構
え
ま
し
た
。
深
川
は
、
菊
池

平
野
の
東
部
に
位
置
し
、
か
つ
菊
池

川
舟
運
の
発
着
地
点
で
し
た
。
ま
た

菊
之
城
は
、
土
塁
と
堀
壕
で
囲
ま
れ

た
広
い
屋
敷
を
持
つ
館
で
、
後
に
守

山
城
に
移
る
ま
で
、
こ
の
居
館
を
中

心
に
営
々
と
し
て
領
内
の
開
発
に
努

め
、
さ
ら
に
菊
池
氏
歴
代
が
南
朝
方

に
味
方
し
た
拠
点
で
し
た
。
則
隆
は

永
保
元
年
に
死
亡
し
、
深
川
村
上
原

に
葬
ら
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
墓
（
五

輪
塔
）
は
文
化
15
年
に
つ
く
ら
れ
、

明
治
・
大
正
と
３
回
の
工
事
を
経
て
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

泗
水
平
野
区
に
あ
る
妙
蓮
寺
は
、

合
志
33
箇
所
の
31
番
札
所
で
す
。
平

安
時
代
に
開
山
さ
れ
、
江
戸
時
代
初

期
に
日
蓮
宗
の
日
円
和
尚
に
よ
り
再

興
し
、
そ
の
後
隈
府
町
に
移
転
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
尊
の
聖

観
音
立
像
は
、
室
町
時
代
の
作
で
あ

り
、
像
高
は
約
80
㎝
で
、
２
箇
所
に

墨
書
の
銘
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
韋
駄

天
像
、
毘
沙
門
天
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
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17
回
目
は
「
韓
国
の
年
末
年
始
の
風
景
」

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

菊池市役所
国際観光マネージャー
金　相廷さん

韓
国
発
見
シ
リ
ー
ズ
⑰

こ
ん
に
ち
は
金キ
ム
で
す

　

韓
国
は
、
旧
暦
の
正
月
（
平
成
23

年
は
２
月
３
日
）
を
正
月
と
し
、
前

後
３
日
間
を
祝
日
と
し
て
祝
う
。
今

も
伝
統
的
な
祝
日
は
旧
暦
を
尊
重
す

る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
新
年
の
１
月
１

日
は
会
社
な
ど
に
よ
り
違
い
は
あ
る

が
、
普
通
の
祝
日
と
し
て
静
か
に
１

日
だ
け
が
休
み
に
な
る
。

　

年
末
や
大
晦
日
は
除
夜
の
鐘
な
ど

を
含
め
、
多
様
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ

れ
る
。
年
賀
状
を
送
る
習
慣
は
日
本

と
同
じ
だ
が
、
は
が
き
で
送
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
く
封
書
に
す
る
。
店

で
売
る
年
賀
状
は
封
筒
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
。
韓
国
は
ま
た
、
12
月

25
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
が
祝
日
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
日
に
は
宗
教
に
関
係

な
く
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
を
送
る
人

が
多
い
。

　

年
末
は
「
郵
便
大
乱
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
郵
便
物
が
溢
れ
る
。
年
賀
状

は
日
本
の
よ
う
に
元
日
に
届
く
の
で

は
な
く
年
末
か
ら
到
着
し
始
め
る
。

む
し
ろ
元
日
前
に
届
く
ほ
う
が
良
い
。

し
か
し
時
間
的
余
裕
を
持
っ
て
年
賀

状
や
カ
ー
ド
を
出
す
と
い
う
点
は
日

本
と
同
じ
だ
。

　

若
い
世
代
に
は
E
カ
ー
ド
が
人
気

を
呼
ん
で
い
る
。
光
回
線
を
利
用
し
、

画
像
だ
け
で
な
く
、
動
画
と
音
楽

フ
ァ
イ
ル
な
ど
を
添
付
し
て
送
っ
た

り
す
る
。
無
料
で
カ
ー
ド
を
提
供
し

て
い
る
サ
イ
ト
か
ら
気
に
入
る
カ
ー

ド
を
選
択
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
、

送
信
す
れ
ば
良
い
。

　

年
末
が
近
づ
く
と
放
送
局
や
新
聞

社
、
慈
善
団
体
で
は
募
金
運
動
を
展

開
す
る
。
特
に
「
救
世
軍
」
に
よ
る

「
慈
善
の
鍋
」
募
金
運
動
は
冬
の
名

物
と
し
て
有
名
だ
。
韓
国
の
３
大
放

送
局
の
M
B
C
・
K
B
S
・
S
B
S

で
は
列
を
作
っ
て
寄
付
す
る
人
々
や

そ
れ
に
参
加
す
る
芸
能
人
な
ど
の
姿

を
放
送
す
る
。
政
界
や
市
民
団
体
な

ど
も
こ
の
寄
付
活
動
に
参
加
す
る
。

ま
た
、
利
益
の
一
部
を
募
金
と
し
て

出
す
企
業
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
各
テ
レ
ビ
局
で
は
Ａ
Ｒ

Ｓ
と
い
う
方
法
で
寄
付
を
集
め
て
い

る
。
テ
レ
ビ
画
面
隅
に
Ａ
Ｒ
Ｓ 

電

話
番
号
が
表
示
さ
れ
、
そ
の
番
号

に
電
話
を
か
け
れ
ば
１
、
０
０
０
〜

２
、
０
０
０
ウ
ォ
ン
（
約
１
０
０
〜

２
０
０
円
）
が
自
動
で
電
話
料
金
に

加
算
さ
れ
募
金
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

年
末
年
始
は
過
ぎ
去
っ
た
１
年
を

振
り
返
り
、
家
族
や
親
族
・
友
人
・

隣
人
を
思
う
時
間
に
し
た
い
。
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