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２ １

久
留
米
城
と
有
馬
の
お
殿
さ
ま

久留米城本丸全景
筑後川左岸の小高い丘の上に築かれている

　
　
　
　

岡
県
南
の
中
核
市
と
し
て
発
展
を
続
け
る
久
留
米
市
。
江
戸
時

　
　
　
　

代
は
21
万
石
と
い
う
全
国
で
20
番
目
の
石
高
を
誇
る
城
下
町
で

し
た
。
そ
の
拠
点
と
な
っ
た
の
は
久
留
米
城
。
篠
山
城
と
も
呼
ば
れ
、
現

在
は
石
垣
と
堀
跡
が
残
り
当
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
の
久
留
米
城
は
、
私
た
ち
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
巨
大
な
も

の
で
し
た
。

　

失
わ
れ
た
久
留
米
城
と
、
久
留
米
を
治
め
た
歴
代
の
藩
主
た
ち
の
姿

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

福

こ
く
だ
か

市
役
所
横
が
久
留
米
城
!?

久
留
米
藩
を
治
め
た
有
馬
家
と
は
？

久
留
米
城
と
11
人
の
お
殿
さ
ま
の

モ
ノ
語
り
に
せ
ま
り
ま
す
！

馬
家
は
久
留
米
藩
を
治
め
、
現
代
に
続
く

足
跡
を
数
多
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

久
留
米
城
は
、
16
世
紀
に
は
原
型
と
な

る
砦
が
築
か
れ
て
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
が
、

戦
国
末
期
〜
江
戸
初
期
の
小
早
川
・
田
中

家
の
時
代
に
整
備
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
有
馬
家
の
入
城
に
伴
い
、
約
70

年
と
言
う
歳
月
を
か
け
、
巨
大
な
城
と
城

下
町
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

堀
や
筑
後
川
で
防
御
さ
れ
た
本
丸
は
、

約
15
m
の
高
さ
を
誇
る
石
垣
と
７
棟
の
櫓

を
結
ぶ
多
門
櫓
で
囲
ま
れ
、
中
央
に
は
藩

主
が
政
務
を
行
う
御
殿
が
あ
り
ま
し
た
。

本
丸
の
南
へ
二
ノ
丸
、
三
ノ
丸
、
そ
し
て

こ
れ
ら
を
東
か
ら
南
へ
か
け
て
囲
む
外
郭

が
広
が
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
堀
や
土
塁
に

よ
っ
て
防
御
さ
れ
、
城
内
に
は
藩
主
や
上

級
家
臣
の
屋
敷
、
藩
役
所
等
が
広
が
っ
て

い
ま
し
た
。
戦
後
の
復
興
で
、
そ
の
面
影

は
ほ
ぼ
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
地

図
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
大
き
さ
が

分
か
り
ま
す
。

　

　
　
　

　

江
戸
時
代
、
筑
後
地
域
北
半
部
は
21
万

石
を
誇
っ
た
久
留
米
藩
領
で
し
た
。
治
め

た
藩
主
は
有
馬
家
。
兵
庫
県
出
身
の
大
名

で
、
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
に
仕
え
ま
し

た
。
今
か
ら
4
0
0
年
前
の
1
6
2
1

年
、
丹
波
福
知
山
（
京
都
府
福
知
山
市
）

の
藩
主
だ
っ
た
有
馬
豊
氏
は
、
幕
府
か
ら

久
留
米
へ
の
移
封
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま
で
、
有

近代の画家・天野耕峰が描いた久留米城本丸の画

久留米城と現在の地図を重ねたもの。
久留米市役所北側まで広がっており、南北 1.7 ㎞、東西 1.2 ㎞と巨大な城だった

１
た
ん 

ば 

ふ
く 

ち 

や
ま

い 

ほ
う

と
り
で

ほ
り

ど
る
い

や
ぐ
ら

あまのこうほう

久
留
米
は
全
国
屈
指
の
城
下
町
だ
っ
た
!!

21
万
石
を
誇
っ
た
11
人
の
藩
主
た
ち
と
は
？

久
留
米
城

た
も
ん
や
ぐ
ら

明治時代の久留米城



て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
前
領
主
の
田

中
家
の
改
易
に
伴
い
、
久
留
米
へ
加
増
・

転
封
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は

大
出
世
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

  

有
馬
家
が
久
留
米
へ
転
封
と
な
っ
た
時

代
、
江
戸
幕
府
の
支
配
は
い
ま
だ
盤
石
と

は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
江
戸
か
ら

遠
く
離
れ
た
九
州
に
は
、
筑
前
の
黒
田
家

や
肥
前
の
鍋
島
家
、
薩
摩
の
島
津
家
な
ど
、

豊
臣
系
の
外
様
大
名
が
多
く
、
江
戸
幕
府

に
と
っ
て
は
不
安
が
拭
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

　

久
留
米
藩
主
有
馬
家
は
、
室
町
幕
府
の

要
職
を
務
め
た
赤
松
家
の
一
族
で
、
兵
庫

県
の
有
馬
温
泉
付
近
が
発
祥
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
有
馬
則
頼
の
時
に
織
田
信
長
家

臣
の
羽
柴
秀
吉
に
仕
え
、
関
ヶ
原
の
戦
い

で
は
東
軍
と
し
て
徳
川
方
で
活
躍
し
ま
し

た
。
そ
の
功
績
か
ら
、
子
の
豊
氏
と
と

も
に
大
名
と
な
り
ま
し
た
が
、
茶
人
と

し
て
も
一
流
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

豊
氏
は
徳
川
家
康
の
養
女
・
連
姫
と

結
婚
し
、
大
坂
の
陣
で
も
功
を
あ
げ
る

な
ど
、
徳
川
家
か
ら
信
頼
を
勝
ち
取
っ

そ
こ
で
九
州
の
大
名
達
を
監
視
す
る
た
め

に
送
り
込
ま
れ
た
の
が
有
馬
家
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
豊
氏
が
連
姫
と
結
婚

し
た
こ
と
に
よ
り
、
有
馬
家
は
徳
川
家
と

親
族
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
有
馬
家
に

と
っ
て
、
縁
の
な
い
久
留
米
に
転
封
と
な

っ
た
の
は
、
江
戸
幕
府
が
九
州
を
安
定
さ

せ
る
た
め
に
講
じ
た
政
策
の
一
環
だ
っ
た

久留米初代藩主・有馬豊氏
茶道を好み、利休十哲にも上げられる

久留米藩主を祀る篠山神社
明治 12年（1879 年）に本丸跡に建立された

２

れ
ん
ひ
め

ぜ
ん

て
ん
ぽ
う

え
ん

く
ろ 

だ

な
べ
し
ま

し
ま 
づ

と 

ざ
ま

りきゅうじゅってつ

　

有
馬
家
に
よ
る
久
留
米
の
ま
ち
づ
く
り

は
、
1
6
2
1
年
の
初
代
豊
氏
の
入
封
直

後
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
田
中
時
代
ま
で

の
久
留
米
城
は
、
東
が
正
面
で
し
た
が
、

南
へ
改
め
、
連
郭
式
の
巨
大
な
城
郭
へ
と

造
り
変
え
ま
し
た
。
周
囲
に
は
侍
屋
敷
や

町
人
が
住
む
城
下
町
、
寺
町
な
ど
を
配
置

し
、
町
筋
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

豊
氏
以
降
、
有
馬
家
は
明
治
維
新
を
迎

え
る
ま
で
、
11
代
に
わ
た
り
藩
主
と
し
て

久
留
米
藩
を
治
め
ま
し
た
。
病
気
な
ど
で

短
命
に
終
わ
っ
た
藩
主
も
い
ま
し
た
が
、

歴
代
の
藩
主
た
ち
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
治

水
、
寺
社
へ
の
寄
進
、
産
業
振
興
な
ど
、

現
代
の
久
留
米
に
続
く
、
多
く
の
事
績
を

残
し
ま
し
た
。
次
に
歴
代
藩
主
と
現
代
の

久
留
米
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
　

　
　

　

町
割
り
が
、
現
在
の
久
留
米
市
街
地
の

原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。
城
下
町
の
整

備
は
2
代
忠
頼
に
も
引
き
継
が
れ
ま
す
。

忠
頼
は
城
下
町
か
ら
周
囲
へ
延
び
る
街

道
を
整
備
し
、
田
主
丸
町
や
北
野
町
な

ど
在
郷
町
の
振
興
に
注
力
し
ま
し
た
。

ま
た
、
水
天
宮
や
日
吉
神
社
、
北
野
天

満
宮
へ
は
社
殿
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。

3
代
頼
利
と
4
代
信
頼
は
、
農
業
振
興
や

高良大社の一の鳥居（重要文化財）
承応 3年（1654 年）、2代忠頼が寄進した

３

れ
ん
か
く
し
き

ざ
い
ご
う
ま
ち

あ
ら 

こ
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久
留
米
藩
主
・
有
馬
家

歴
代
の
藩
主
と
久
留
米

治
水
事
業
に
取
組
み
ま
し
た
。
大
石
長
野

水
道
や
恵
利
水
道
を
開
削
し
、
現
在
も
流

域
の
耕
地
を
潤
し
て
い
ま
す
。
筑
後
川
に

は
流
れ
を
調
整
す
る
荒
籠
を
造
り
、
治
水

に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

歴代藩主の系図

荒籠と筑後川 恵利堰　



柳坂曽根の櫨並木　

あ
さ
づ
ま
や
き
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5

朝妻焼

6
代
則
維
の
時
代
に
も
床
島
用
水
や
小
森

野
荒
籠
が
整
備
さ
れ
、
農
業
の
振
興
と
治

水
は
、
そ
の
後
の
藩
主
達
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。
則
維
は
、
藩
の
財
政
を

立
て
直
す
た
め
に
藩
政
を
改
革
し
、
収
入

源
と
し
て
朝
妻
焼
を
創
業
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
ま
す
。
7
代
頼
徸
は
54
年
と
い
う

長
期
間
の
治
世
中
に
、
寺
社
へ
の
寄
進
や

も
風
流
を
好
ん
だ
藩
主
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
茶
道
で
は
表
千
家
不
白
流
に
師

事
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
久
留
米
は

茶
道
が
盛
ん
な
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

10
代
頼
永
は
、
藩
の
財
政
を
立
て
直
す
た

め
に
尽
力
し
名
君
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
病
気
の
た
め
短
命
で
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
11
代
頼
咸
の
時
に
明

治
維
新
を
向
か
え
ま
し
た
。

　
約
2
5
0
年
間
、
久
留
米
藩
を
治
め
た

11
人
の
藩
主
た
ち
。
そ
の
足
跡
が
、
私
た

ち
の
ま
わ
り
の
あ
ち
こ
ち
に
、
現
在
も
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

令和 2 年 11 月 1 日　
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は
ぜ

せ
き
り
ゅ
う
わ
さ
ん

ふ
は
く
り
ゅ
う

櫨
の
栽
培
を
奨
励
す
る
な
ど
、
産
業
振
興

に
尽
力
し
ま
し
た
。
関
流
和
算
家
と
し
て

も
知
ら
れ
、
学
者
と
し
て
の
一
面
も
あ
り

ま
し
た
。
8
代
頼
貴
は
藩
士
の
育
成
に
力

を
注
ぎ
、
明
善
堂
（
現
在
の
県
立
明
善
高

等
学
校
）
を
創
設
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

の
時
期
に
通
外
町
に
生
ま
れ
た
井
上
伝
が

久
留
米
絣
を
考
案
し
、
そ
の
後
の
久
留
米

の
産
業
振
興
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
き
ま

す
。
9
代
頼
徳
は
、
歴
代
藩
主
の
中
で
最


