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広川町古墳資料館だより

南北朝時代の郷土　その2
～ 菊池武敏、多々良浜の戦に敗れる～

菊
池
武
敏
、
有
智
山
城
に

少
弐
貞
経
を
討
つ

延
元
元
年
（
１
３
３
６
年
）
2

月
27
日
、
太
田
清
水
の
戦
で
圧
勝

し
た
菊
池
・
阿
蘇
氏
を
中
核
と
す

る
軍
勢
は
北
上
し
、
同
29
日
に
は

少し
ょ
う
に弐

氏
の
本
拠
、
有う

ち智
山や

ま
じ
ょ
う

城
を
攻

め
ま
す
。

勝
ち
進
ん
で
き
た
菊
池
武
敏
の

も
と
に
は
、
黒
木
・
問も

ん
ち
ゅ
う
じ
ょ

註
所
・
秋

月
・
三
原
・
草
野
な
ど
の
諸
氏
も

参
陣
し
て
お
り
、
前
日
の
水み

な
ぎ城

の

戦
で
惨
敗
し
た
少
弐
勢
の
中
か
ら

も
、
離
反
者
が
出
る
あ
り
さ
ま
で

し
た
。
加
え
て
息
子
の
頼よ

り
ひ
さ尚

は
尊

氏
と
行
動
し
て
お
り
、
未
だ
父
親

の
元
に
は
戻
っ
て
い
ま
せ
ん
。
少

弐
貞さ

だ
つ
ね経

は
「
苟

い
や
し
くも

存
な
が
ら
えて

義ぎ

無な
か

ら
ん

よ
り
は
、
死
し
て
名
を
残
さ
ん
に

は
不し

か
ず如

」（
太
平
記
）
と
い
っ
て
、

持じ
ぶ
つ
ど
う

仏
堂
に
走
り
入
っ
て
自
害
し
果

て
た
こ
と
で
、
有
智
山
城
は
陥
落

し
ま
し
た
。

菊
池
軍
は
さ
ら
に
北
上
を
続
け

て
、
同
3
月
2
日
に
は
多た

た
ら
が
わ

々
良
川

（
福
岡
市
東
区
）
の
南
岸
（
左
岸
）

に
到
達
。
北
岸
（
右
岸
）
に
姿
を

現
し
た
足
利
尊
氏
・
直
義
軍
と
、

川
を
挟
ん
で
直
接
対た

い
じ峙

す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
両

軍
の
兵
力
数
に
つ
い
て
は
、
資
料

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

菊
池
軍
は
４
～
５
万
騎
、
足
利

の
軍
勢
わ
ず
か
に
３
０
０
騎
に
過

ぎ
ず
（
太
平
記
）
と
も
、
菊
池
勢

６
万
余
騎
と
ぞ
き
こ
え
し
、
足
利

方
の
勢
は
１
０
０
０
騎
に
は
過
ぎ

ず
（
梅
松
論
）
な
ど
。

い
ず
れ
に
し
て
も
太
田
清
水
の

戦
以
降
、
連
日
の
勝
ち
い
く
さ
で

北
上
し
て
き
た
菊
池
軍
と
、
敗
軍

の
将
と
し
て
た
ど
り
着
い
た
尊
氏

の
軍
勢
と
で
は
、
歴
然
た
る
数
の

差
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い

な
い
事
実
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

多
々
良
浜
の
戦

圧
倒
的
な
菊
池
の
大
軍
勢
を
前

に
、
尊
氏
は
「
憗な

ま
じな

る
軍い

く
さし

て
云い

う

甲か

い斐
な
き
敵
に
合あ

わ
ん
よ
り
は
、
腹

を
切き

ら
ん
と
云
々
」
と
考
え
、
弟
の

直
義
が
「
合
戦
の
勝
負
は
、
必
し

も
大
勢
小
勢
に
依
る
べ
か
ら
ず

云
々
」
と
い
っ
て
翻ほ

ん
い意

さ
せ
、
自

ら
先
陣
を
駆か

っ
て
切
り
込
ん
だ

（
太
平
記
）

と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が

で
す
。「
北

風
塵じ

ん
さ砂

を

吹ふ
き
あ
げ上

し
か

ば
、
敵
迷
惑

し
て
漂た

だ
よひ

け

る
」（
梅
松

論
）、「
今
日

暴
風
強つ

よ
く
ふ
り
て

扇
、

烔え
ん
じ
ん塵

ヲ
起た

ッ
テ
暗あ

ん
ぜ
ん然

タ
リ
」（
歴

代
鎮
西
志
）
な
ど
と
表
現
さ
れ

る
、
自
然
現
象
が
出し

ゅ
っ
た
い来

し
た
の
で

す
。
砂
嵐
に
合
っ
て
、
目
が
開
け

ら
れ
な
く
な
る
状
況
だ
っ
た
よ
う

で
、
こ
の
こ
と
を
機
に
形
勢
は
逆

転
し
ま
す
。
不
利
に
陥
っ
た
菊
池

軍
で
は
、
味
方
で
あ
っ
た
は
ず
の

武
将
た
ち
の
離
反
も
起
き
、
結
果

と
し
て
６
万
騎
と
も
い
う
菊
池
軍

が
、
１
０
０
０
騎
に
は
過
ぎ
ず
と

い
っ
た
尊
氏
軍
に
惨
敗
で
し
た
。

敗
走
す
る
菊
池
武
敏
は
黒
木
城

（
現
八
女
市
）
ま
で
逃
げ
、
阿あ

そ蘇

惟こ
れ
な
お直

は
逃
げ
る
途
中
に
天て

ん
ざ
ん山

北
麓

（
現
佐
賀
市
富
士
町
）
で
捕
ら
え

ら
れ
自
害
し
て
い
ま
す
。

尊
氏
の
追
撃
軍
は
、
同
17
日
に

黒
木
城
を
攻
撃
し
ま
す
が
、
そ
の

過
程
で
広
川
谷
を
通
っ
て
、
黒
木

方
面
へ
向
か
っ
た
可
能
性
は
低
く

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

高良山の西の麓には、3世紀末から 4
世紀初頭に築造された祇

ぎおんやま
園山古墳があり

ます。墳丘規模は高さ約 6ｍ、東西約
24ｍ、南北約 23ｍです。
　高良大社には、この古墳から出土した
と伝えられる三

さんかくえんしんじゅうきょう
角縁神獣鏡（銅鏡）が所

蔵されています。この銅鏡は広域的な政

治連合の身分証的な宝物と考えられてお
り、時期的にも邪馬台国の卑弥呼の墓で
はないかという説があります。祇園山古
墳のある高良山は、筑後地域の精神的拠
点でもあり、邪馬台国が考古学的に特定
されていない現状では、筑後地域にとっ
て魅力的な説ではないでしょうか。

広報ひろかわ 2022年 2月号︱20

阿蘇惟直之墓塔
（佐賀県小城市天山山頂）
多々良浜から敗走の途中に捕らえられて
自害し、阿蘇山が望める地にという遺
言で、この地に葬られたという。

▲祇園山古墳測量図

烟口口
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人権問題を考える

携帯電話はうまく使っていますか ?
～ インターネットの闇は子どもにも ～

問教育委員会事務局人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

携
帯
電
話
の
今

持
ち
運
び
が
容
易
な
電
話
と
し

て
登
場
･
普
及
し
、
今
や
日
常
生

活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
た

携
帯
電
話
。
昨
年
6
月
に
総
務
省

が
発
表
し
た
携
帯
電
話
契
約
数

は
、
約
2
億
件
で
す
。
多
く
の
人

が
通
話
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
に
よ
る
情
報
検
索
や

S
N
S
、
動
画
視
聴
・
ゲ
ー
ム
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
携
帯
電
話
の
利

用
が
事
件
や
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
、
誹
謗

中
傷
や
い
じ
め
の
温
床
に
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
重
大
な
人
権
侵
害

も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
被
害
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
ス
マ
ホ
）

に
は
、
高
機
能
の
カ
メ
ラ
が
つ
い

て
い
る
た
め
、
ピ
ー
ス
サ
イ
ン
で

指
紋
が
判
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
最
近
で
は
、
撮
影
し
た
写

真
を
S
N
S
で
投
稿
す
る
人
も

多
い
た
め
「
制
服
を
着
た
写
真
を

投
稿
し
た
ら
学
校
が
特
定
さ
れ
、

校
門
に
ス
ト
ー
カ
ー
が
い
た
」「
瞳

に
映
っ
て
い
る
景
色
か
ら
、
地
図

情
報
の
風
景
写
真
と
照
合
さ
れ
、

住
居
が
特
定
さ
れ
た
」
と
い
っ
た

被
害
も
起
き
て
い
ま
す
。「
ア
ン

ケ
ー
ト
に
答
え
た
ら
多
量
の
迷
惑

メ
ー
ル
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た
」

「
通
販
サ
イ
ト
か
ら
の
確
認
メ
ー

ル
に
答
え
た
ら
、
ID
と
パ
ス
ワ
ー

ド
が
盗
ま
れ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
が
不
正
利
用
さ
れ
た
」
と
い
っ

た
被
害
も
起
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
日
常
生
活
で

気
を
つ
け
た
い
こ
と

無
料
通
信
ア
プ
リ
に
よ
る
友
だ

ち
と
の
交
流
や
ゲ
ー
ム
・
動
画
視

聴
の
た
め
、
ス
マ
ホ
を
持
つ
子
ど

も
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
子
ど
も
た
ち
の
平
日
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
は
、
小
学

生
で
一
日
平
均
2
時
間
30
分
、
中

学
生
で
一
日
平
均
3
時
間
20
分
と

な
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
ス
マ
ホ
を
持
つ
利
点
は

多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ス
マ

ホ
を
使
う
う
ち
に
次
の
よ
う
な
問

題
や
人
権
侵
害
が
起
こ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

･
突
然
友
だ
ち
か
ら
誹
謗
中
傷
を

受
け
た
り
、
仲
間
外
し
や
い
じ

め
に
あ
っ
た
り
し
た
。

･
S
N
S
で
知
ら
な
い
人
と
や

り
と
り
を
し
て
、
ト
ラ
ブ
ル
に

巻
き
込
ま
れ
た
。

・
あ
る
交
流
サ
イ
ト
で
知
り
合
っ

た
人
か
ら
、
裸
の
写
真
を
送
る

よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
送
っ
た

ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
さ
せ
な
い

よ
う
、
親
子
で
利
用
の
ル
ー
ル
を

し
っ
か
り
話
し
合
い
、
保
護
者
が

利
用
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
に
し

て
、
ス
マ
ホ
利
用
を
自
制
す
る
力

を
育
て
ま
し
ょ
う
。

し
っ
か
り
守
ろ
う

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

使
う
と
き
に
は
、
使
い

方
に
つ
い
て
の
知
識
や

モ
ラ
ル
が
不
十
分
だ
と

思
わ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
た
り
、
人
権

侵
害
を
受
け
た
り
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に

も
次
の
こ
と
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

・
知
ら
な
い
人
か
ら
の

メ
ー
ル
や
添
付
フ
ァ

イ
ル
は
開
か
な
い
。

・
ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ

た
人
に
は
容
易
に
会

わ
な
い
。

・
容
易
に
自
分
の
写
真
や
個
人
情

報
を
載
せ
な
い
。

・
他
人
の
悪
口
や
差
別
的
な
内
容

は
書
き
込
ま
な
い
。

・
暴
力
的
な
言
葉
は
使
わ
な
い
な

ど
、
使
う
言
葉
に
注
意
す
る
。

・
他
人
の
書
き
込
み
を「
あ
お
る
」

書
き
込
み
を
し
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
向
こ
う
側

に
も
、
あ
な
た
と
同
じ
人
間
が
い

ま
す
。
顔
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、

相
手
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。▲インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件数（件）
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