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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

福岡県飯塚市馬敷２８３
JR「桂川駅」から車で15分

名島城跡（提供：福岡市）
福岡市東区名島1-26
西鉄バス「名島」徒歩15分

福岡市博多区千代4-7-79（崇福寺内）
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

福岡市博多区千代4-7-79
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

1 福岡藩主黒田家墓所（提供：福岡市）2 崇福寺（提供：福岡市）2

福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡城（提供：福岡市）3
福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡市中央区大濠公園
福岡市地下鉄「大濠公園駅」徒歩すぐ

福岡市早良区百道浜3-1-1
福岡市地下鉄「西新駅」徒歩15分

舞鶴公園（提供：福岡市）4 大濠公園（提供：福岡市）5 福岡市博物館（提供：福岡市）6西光寺（提供：飯塚市）11

福岡県築上郡築上町東八田９２２-３
JR「築城駅」徒歩10分

福岡県築上郡築上町寒田
JR「築城駅」から牧の原キャンプ場まで車で40分
駐車場から徒歩10分

法然寺（提供：築上町）8 城井ノ上城址（提供：築上町）9
福岡県豊前市大字鳥井畑２４７（求菩提資料館）
豊前市バス「求菩提資料館」徒歩すぐ

桜狩の歌（提供：豊前市）10

福岡県飯塚市内野～筑紫野市山家
JR「筑前内野駅」から車で10分

福岡県太宰府市宰府４-7-1
（太宰府天満宮内）
西鉄「太宰府駅」徒歩5分

福岡県嘉麻市大隈町１０２３
西鉄バス筑豊「嘉穂支所」徒歩2分
または、JR「桂川駅」から車で15分

福岡県朝倉市杷木志波５２７６
JR「筑後吉井駅」から車で20分

冷水峠（提供：飯塚市） 如水の井戸（提供：太宰府市）13 麟翁寺（提供：嘉麻市）14 円清寺（提供：朝倉市）1512

福岡県内に
こんなにたくさん!
ぜひ見に来てね!

15
福岡県行橋市大字津積字馬ヶ岳
JR「行橋駅」から車で15分

馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）7

「福岡市内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地

「福岡県内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地
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古賀市
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飯塚市

嘉麻市
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福岡空港
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田川市

行橋市

豊前市

佐賀県

大分県

ふくおか官兵衛くん

FFG本社ビル

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）
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田 
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福岡県飯塚市馬敷２８３
JR「桂川駅」から車で15分

名島城跡（提供：福岡市）
福岡市東区名島1-26
西鉄バス「名島」徒歩15分

福岡市博多区千代4-7-79（崇福寺内）
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

福岡市博多区千代4-7-79
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

1 福岡藩主黒田家墓所（提供：福岡市）2 崇福寺（提供：福岡市）2

福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡城（提供：福岡市）3
福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡市中央区大濠公園
福岡市地下鉄「大濠公園駅」徒歩すぐ

福岡市早良区百道浜3-1-1
福岡市地下鉄「西新駅」徒歩15分

舞鶴公園（提供：福岡市）4 大濠公園（提供：福岡市）5 福岡市博物館（提供：福岡市）6西光寺（提供：飯塚市）11

福岡県築上郡築上町東八田９２２-３
JR「築城駅」徒歩10分

福岡県築上郡築上町寒田
JR「築城駅」から牧の原キャンプ場まで車で40分
駐車場から徒歩10分

法然寺（提供：築上町）8 城井ノ上城址（提供：築上町）9
福岡県豊前市大字鳥井畑２４７（求菩提資料館）
豊前市バス「求菩提資料館」徒歩すぐ

桜狩の歌（提供：豊前市）10

福岡県飯塚市内野～筑紫野市山家
JR「筑前内野駅」から車で10分

福岡県太宰府市宰府４-7-1
（太宰府天満宮内）
西鉄「太宰府駅」徒歩5分

福岡県嘉麻市大隈町１０２３
西鉄バス筑豊「嘉穂支所」徒歩2分
または、JR「桂川駅」から車で15分

福岡県朝倉市杷木志波５２７６
JR「筑後吉井駅」から車で20分

冷水峠（提供：飯塚市） 如水の井戸（提供：太宰府市）13 麟翁寺（提供：嘉麻市）14 円清寺（提供：朝倉市）1512

福岡県内に
こんなにたくさん!
ぜひ見に来てね!

15
福岡県行橋市大字津積字馬ヶ岳
JR「行橋駅」から車で15分

馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）7

「福岡市内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地
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ゆかりの地
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佐賀県

大分県

ふくおか官兵衛くん
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま

名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

福岡県飯塚市馬敷２８３
JR「桂川駅」から車で15分

名島城跡（提供：福岡市）
福岡市東区名島1-26
西鉄バス「名島」徒歩15分

福岡市博多区千代4-7-79（崇福寺内）
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

福岡市博多区千代4-7-79
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

1 福岡藩主黒田家墓所（提供：福岡市）2 崇福寺（提供：福岡市）2

福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡城（提供：福岡市）3
福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡市中央区大濠公園
福岡市地下鉄「大濠公園駅」徒歩すぐ

福岡市早良区百道浜3-1-1
福岡市地下鉄「西新駅」徒歩15分

舞鶴公園（提供：福岡市）4 大濠公園（提供：福岡市）5 福岡市博物館（提供：福岡市）6西光寺（提供：飯塚市）11

福岡県築上郡築上町東八田９２２-３
JR「築城駅」徒歩10分

福岡県築上郡築上町寒田
JR「築城駅」から牧の原キャンプ場まで車で40分
駐車場から徒歩10分

法然寺（提供：築上町）8 城井ノ上城址（提供：築上町）9
福岡県豊前市大字鳥井畑２４７（求菩提資料館）
豊前市バス「求菩提資料館」徒歩すぐ

桜狩の歌（提供：豊前市）10

福岡県飯塚市内野～筑紫野市山家
JR「筑前内野駅」から車で10分

福岡県太宰府市宰府４-7-1
（太宰府天満宮内）
西鉄「太宰府駅」徒歩5分

福岡県嘉麻市大隈町１０２３
西鉄バス筑豊「嘉穂支所」徒歩2分
または、JR「桂川駅」から車で15分

福岡県朝倉市杷木志波５２７６
JR「筑後吉井駅」から車で20分

冷水峠（提供：飯塚市） 如水の井戸（提供：太宰府市）13 麟翁寺（提供：嘉麻市）14 円清寺（提供：朝倉市）1512

福岡県内に
こんなにたくさん!
ぜひ見に来てね!

15
福岡県行橋市大字津積字馬ヶ岳
JR「行橋駅」から車で15分

馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）7

「福岡市内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地

「福岡県内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地

38FFG MONTHLY SURVEY Vol.62



福岡空港

東公園

西公園

博多港国際ターミナル

箱崎九大前

貝塚

箱崎宮前

馬出九大
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千代県庁口

呉服町

中洲川端

天神
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大濠公園
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天神南

渡辺通

祇園
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福岡市

古賀市

北九州市

飯塚市

嘉麻市

久留米市

朝倉市

福岡空港

太宰府市

うきは市

田川市

行橋市

豊前市

佐賀県

大分県

ふくおか官兵衛くん

FFG本社ビル

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

福岡県飯塚市馬敷２８３
JR「桂川駅」から車で15分

名島城跡（提供：福岡市）
福岡市東区名島1-26
西鉄バス「名島」徒歩15分

福岡市博多区千代4-7-79（崇福寺内）
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

福岡市博多区千代4-7-79
福岡市地下鉄「千代県庁口駅」徒歩5分

1 福岡藩主黒田家墓所（提供：福岡市）2 崇福寺（提供：福岡市）2

福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡城（提供：福岡市）3
福岡市中央区城内
福岡市地下鉄「赤坂駅」徒歩8分

福岡市中央区大濠公園
福岡市地下鉄「大濠公園駅」徒歩すぐ

福岡市早良区百道浜3-1-1
福岡市地下鉄「西新駅」徒歩15分

舞鶴公園（提供：福岡市）4 大濠公園（提供：福岡市）5 福岡市博物館（提供：福岡市）6西光寺（提供：飯塚市）11

福岡県築上郡築上町東八田９２２-３
JR「築城駅」徒歩10分

福岡県築上郡築上町寒田
JR「築城駅」から牧の原キャンプ場まで車で40分
駐車場から徒歩10分

法然寺（提供：築上町）8 城井ノ上城址（提供：築上町）9
福岡県豊前市大字鳥井畑２４７（求菩提資料館）
豊前市バス「求菩提資料館」徒歩すぐ

桜狩の歌（提供：豊前市）10

福岡県飯塚市内野～筑紫野市山家
JR「筑前内野駅」から車で10分

福岡県太宰府市宰府４-7-1
（太宰府天満宮内）
西鉄「太宰府駅」徒歩5分

福岡県嘉麻市大隈町１０２３
西鉄バス筑豊「嘉穂支所」徒歩2分
または、JR「桂川駅」から車で15分

福岡県朝倉市杷木志波５２７６
JR「筑後吉井駅」から車で20分

冷水峠（提供：飯塚市） 如水の井戸（提供：太宰府市）13 麟翁寺（提供：嘉麻市）14 円清寺（提供：朝倉市）1512

福岡県内に
こんなにたくさん!
ぜひ見に来てね!

15
福岡県行橋市大字津積字馬ヶ岳
JR「行橋駅」から車で15分

馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）7

「福岡市内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地

「福岡県内」の
黒田官兵衛
ゆかりの地
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

「博多どんたく港まつり（５月３日開催）」でのパレードの様子（黒田官兵衛どんたく隊）
黒田官兵衛に扮する黒田家１６代当主黒田長髙公を先頭に、甲冑を着た武将隊や法被を着た官兵衛どんたく隊がどんたく広場を練り歩きました。馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

は
じ
め
に

黒
田
官
兵
衛
の
居
城 

「
う
ま
が
た
け

馬
ヶ
岳
城
」

「博多どんたく」
でのパレードの
様子だよ！

馬ヶ岳城は
九州最初の
居城だよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

「博多どんたく港まつり（５月３日開催）」でのパレードの様子（黒田官兵衛どんたく隊）
黒田官兵衛に扮する黒田家１６代当主黒田長髙公を先頭に、甲冑を着た武将隊や法被を着た官兵衛どんたく隊がどんたく広場を練り歩きました。馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

は
じ
め
に

黒
田
官
兵
衛
の
居
城 
「
う
ま
が
た
け

馬
ヶ
岳
城
」

「博多どんたく」
でのパレードの
様子だよ！

馬ヶ岳城は
九州最初の
居城だよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま

名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

「博多どんたく港まつり（５月３日開催）」でのパレードの様子（黒田官兵衛どんたく隊）
黒田官兵衛に扮する黒田家１６代当主黒田長髙公を先頭に、甲冑を着た武将隊や法被を着た官兵衛どんたく隊がどんたく広場を練り歩きました。馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

は
じ
め
に

黒
田
官
兵
衛
の
居
城 

「
う
ま
が
た
け

馬
ヶ
岳
城
」

「博多どんたく」
でのパレードの
様子だよ！

馬ヶ岳城は
九州最初の
居城だよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

「博多どんたく港まつり（５月３日開催）」でのパレードの様子（黒田官兵衛どんたく隊）
黒田官兵衛に扮する黒田家１６代当主黒田長髙公を先頭に、甲冑を着た武将隊や法被を着た官兵衛どんたく隊がどんたく広場を練り歩きました。馬ヶ岳城跡（提供：行橋市教育委員会）

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

は
じ
め
に

黒
田
官
兵
衛
の
居
城 

「
う
ま
が
た
け

馬
ヶ
岳
城
」

「博多どんたく」
でのパレードの
様子だよ！

馬ヶ岳城は
九州最初の
居城だよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

名島城跡（提供：福岡市）

城井ノ上城址（提供：築上町）法然寺（提供：築上町）

桜狩の歌：右から円清・之次・無記名・焉也・太郎助（提供：豊前市）

官
兵
衛
の
宿
敵
・
宇
都
宮
氏
と
の
戦
い

如
水（
官
兵
衛
）桜
狩
の
歌

福
岡
藩
祖
・
黒
田
如
水（
官
兵
衛
）

名島城にも
いたんだよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ

京
都
・
つ
い
き

築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ

上
毛
・
し
も
げ

下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

名島城跡（提供：福岡市）

城井ノ上城址（提供：築上町）法然寺（提供：築上町）

桜狩の歌：右から円清・之次・無記名・焉也・太郎助（提供：豊前市）

官
兵
衛
の
宿
敵
・
宇
都
宮
氏
と
の
戦
い

如
水（
官
兵
衛
）桜
狩
の
歌

福
岡
藩
祖
・
黒
田
如
水（
官
兵
衛
）

名島城にも
いたんだよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

名島城跡（提供：福岡市）

城井ノ上城址（提供：築上町）法然寺（提供：築上町）

桜狩の歌：右から円清・之次・無記名・焉也・太郎助（提供：豊前市）

官
兵
衛
の
宿
敵
・
宇
都
宮
氏
と
の
戦
い

如
水（
官
兵
衛
）桜
狩
の
歌

福
岡
藩
祖
・
黒
田
如
水（
官
兵
衛
）

名島城にも
いたんだよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

名島城跡（提供：福岡市）

城井ノ上城址（提供：築上町）法然寺（提供：築上町）

桜狩の歌：右から円清・之次・無記名・焉也・太郎助（提供：豊前市）

官
兵
衛
の
宿
敵
・
宇
都
宮
氏
と
の
戦
い

如
水（
官
兵
衛
）桜
狩
の
歌

福
岡
藩
祖
・
黒
田
如
水（
官
兵
衛
）

名島城にも
いたんだよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

上段左：福岡城跡、右：舞鶴公園、下段：大濠公園（提供：福岡市）

西光寺（提供：飯塚市）

冷水峠（提供：飯塚市）

冷水峠は
長崎街道の
ルートだよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
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上段左：福岡城跡、右：舞鶴公園、下段：大濠公園（提供：福岡市）

西光寺（提供：飯塚市）

冷水峠（提供：飯塚市）

冷水峠は
長崎街道の
ルートだよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

上段左：福岡城跡、右：舞鶴公園、下段：大濠公園（提供：福岡市）

西光寺（提供：飯塚市）

冷水峠（提供：飯塚市）

冷水峠は
長崎街道の
ルートだよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

上段左：福岡城跡、右：舞鶴公園、下段：大濠公園（提供：福岡市）

西光寺（提供：飯塚市）

冷水峠（提供：飯塚市）

冷水峠は
長崎街道の
ルートだよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

円清寺（提供：朝倉市） 麟翁寺（提供：嘉麻市）

如水の井戸（提供：太宰府市）

黒
田
如
水
の
晩
年
と

黒
田
家
ゆ
か
り
の
品

黒
田
官
兵
衛
の
精
鋭
部
隊
・

黒
田
二
十
四
騎

太
宰
府
天
満
宮
と
如
水（
官
兵
衛
）

中央に座る黒田如水墓石（提供：福岡市）

如水が隠棲時に
使っていた
井戸だよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

円清寺（提供：朝倉市） 麟翁寺（提供：嘉麻市）

如水の井戸（提供：太宰府市）

黒
田
如
水
の
晩
年
と

黒
田
家
ゆ
か
り
の
品

黒
田
官
兵
衛
の
精
鋭
部
隊
・

黒
田
二
十
四
騎

太
宰
府
天
満
宮
と
如
水（
官
兵
衛
）

中央に座る黒田如水墓石（提供：福岡市）

如水が隠棲時に
使っていた
井戸だよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

円清寺（提供：朝倉市） 麟翁寺（提供：嘉麻市）

如水の井戸（提供：太宰府市）

黒
田
如
水
の
晩
年
と

黒
田
家
ゆ
か
り
の
品

黒
田
官
兵
衛
の
精
鋭
部
隊
・

黒
田
二
十
四
騎

太
宰
府
天
満
宮
と
如
水（
官
兵
衛
）

中央に座る黒田如水墓石（提供：福岡市）

如水が隠棲時に
使っていた
井戸だよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

円清寺（提供：朝倉市） 麟翁寺（提供：嘉麻市）

如水の井戸（提供：太宰府市）

黒
田
如
水
の
晩
年
と

黒
田
家
ゆ
か
り
の
品

黒
田
官
兵
衛
の
精
鋭
部
隊
・

黒
田
二
十
四
騎

太
宰
府
天
満
宮
と
如
水（
官
兵
衛
）

中央に座る黒田如水墓石（提供：福岡市）

如水が隠棲時に
使っていた
井戸だよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

お
わ
り
に

崇福寺山門（提供：福岡市）福岡市博物館（提供：福岡市）

博多駅前の黒田節像・・・民謡『黒田節』で謡われるエピソードは、母里太兵衛を題材にしたもの。
　　　　　　　　　　福島正則から「飲み干せば何でも褒美を取らす」と酒を大盃に注がれ、見事に何杯も飲み干した母里太兵衛が、
　　　　　　　　　　正則秘蔵の名槍“日本号”を呑み獲ったという逸話。

軍師官兵衛をテーマとする飾り山笠（八番山笠 上川端通流）
今年の山笠では、黒田官兵衛や黒田武士をテーマとする飾り山、

か
舁き山が９ヵ所で展示され、地元・福岡でも盛り上がりました。

今年は山笠に
いっぱい
登場したよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

お
わ
り
に

崇福寺山門（提供：福岡市）福岡市博物館（提供：福岡市）

博多駅前の黒田節像・・・民謡『黒田節』で謡われるエピソードは、母里太兵衛を題材にしたもの。
　　　　　　　　　　福島正則から「飲み干せば何でも褒美を取らす」と酒を大盃に注がれ、見事に何杯も飲み干した母里太兵衛が、
　　　　　　　　　　正則秘蔵の名槍“日本号”を呑み獲ったという逸話。

軍師官兵衛をテーマとする飾り山笠（八番山笠 上川端通流）
今年の山笠では、黒田官兵衛や黒田武士をテーマとする飾り山、

か
舁き山が９ヵ所で展示され、地元・福岡でも盛り上がりました。

今年は山笠に
いっぱい
登場したよ！

　
２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 

臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

お
わ
り
に

崇福寺山門（提供：福岡市）福岡市博物館（提供：福岡市）

博多駅前の黒田節像・・・民謡『黒田節』で謡われるエピソードは、母里太兵衛を題材にしたもの。
　　　　　　　　　　福島正則から「飲み干せば何でも褒美を取らす」と酒を大盃に注がれ、見事に何杯も飲み干した母里太兵衛が、
　　　　　　　　　　正則秘蔵の名槍“日本号”を呑み獲ったという逸話。

軍師官兵衛をテーマとする飾り山笠（八番山笠 上川端通流）
今年の山笠では、黒田官兵衛や黒田武士をテーマとする飾り山、

か
舁き山が９ヵ所で展示され、地元・福岡でも盛り上がりました。

今年は山笠に
いっぱい
登場したよ！
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２
０
１
４
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、「
軍
師
官
兵

衛
」に
決
定
し
ま
し
た
。主
人
公
の
黒
田
官
兵
衛（
よ
し
た
か

孝
高
）

は
１
５
４
６
年
播
磨
国（
兵
庫
県
姫
路
市
）に
生
ま
れ
、

天
下
人
の
織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
に
い
く
さ戦
の
参
謀「
軍

師
」と
し
て
の
才
能
を
見
出
さ
れ
、備
中
高
松
城
の
水
攻

め
を
は
じ
め
、中
国
、四
国
、九
州
の
平
定
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
し
た
。

　
福
岡
県
は
、福
岡
市
を
は
じ
め
と
す
る
黒
田
官
兵
衛・

黒
田
藩
に
ゆ
か
り
の
あ
る
市
町
や
民
間
団
体
等
と「
軍

師
官
兵
衛
」福
岡
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
を
今
年
４
月

に
設
立
し
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
契
機
と
し
て

県
内
各
地
に
あ
る
史
跡・史
料
を
全
国
に
発
信
し
、多
く

の
観
光
客
の
方
に
黒
田
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
を

訪
れ
、史
跡
め
ぐ
り
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
、福
岡
県
内
に
あ
る
官
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
九
州
平
定
の
戦
功
と
し
て
、黒
田
官
兵
衛
は
秀
吉
か

ら
豊
前
国（
大
分
県
及
び
福
岡
県
の
一
部
）の
う
ち

み
や
こ
京
都
・
つ
い
き
築
城
・
仲
津
・
こ
う
げ
上
毛
・
し
も
げ
下
毛
・
宇
佐
の
６
郡
を
与
え

ら
れ
ま
す
。黒
田
家
の
文
書
で
あ
る「
黒
田
か
　
ふ
家
譜
」に
よ

れ
ば
、官
兵
衛
は
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）、豊
前
国

京
都
郡
の
馬
ヶ
岳
城（
行
橋
市
大
谷
・み
や
こ
町
さ
い
が
わ

犀
川
）

に
入
城
し
て
い
ま
す
。

　
馬
ヶ
岳
城
は
、天
慶
５
年（
９
４
２
年
）、み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

源
経
基
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、神
馬
の
姿
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
馬
ヶ
岳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。秀
吉
は
、九
州

征
伐
の
過
程
で
島
津
氏
を
討
つ
た
め
、遠
征
軍
を
自
ら

率
い
、豊
前
小
倉
城（
北
九
州
市
）を
経
て
、馬
ヶ
岳
城
に

滞
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
官
兵
衛
は
、翌
年（
１
５
８
８
年
）、中
津
城（
大
分
県

中
津
市
）に
移
り
ま
し
た
。黒
田
官
兵
衛
は
中
津
城
主

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、九
州
最
初
の
居
城
は
、実

は
馬
ヶ
岳
城
で
し
た
。

　
秀
吉
の
九
州
攻
め
が
本
格
化
す
る
前
の
露
払
い
と
し

て
、天
正
１４
年（
１
５
８
６
年
）、官
兵
衛
は
毛
利・吉
川・

小
早
川
の
軍
勢
と
と
も
に
九
州
に
上
陸
し
ま
し
た
。そ

の
際
、
き
　
い
城
井
城（
築
上
町
さ
わ
だ
寒
田
）の
城
主
・
宇
都
宮
し
げ
ふ
さ

鎮
房

は
特
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く
、翌
年
の
秀
吉
の
九
州

攻
め
の
時
に
は
、秀
吉
軍
の
一
員
と
し
て
鎮
房
の
子
・

と
も
ふ
さ

朝
房
が
か
わ
ら
だ
け

香
春
岳
城
攻
め
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、宇
都
宮
氏
の
所
領
・
き
い
だ
に

城
井
谷
は
、秀
吉
に

よ
り
官
兵
衛
に
与
え
ら
れ
、宇
都
宮
鎮
房
は
伊
予
国

（
愛
媛
県
）へ
の
て
ん
ぽ
う

転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。４
０
０
年
に

わ
た
り
支
配
し
続
け
た
土
地
か
ら
の
移
転
を
命
じ
ら

れ
た
宇
都
宮
一
族
と
秀
吉
・
官
兵
衛
と
の
対
立
が
始

ま
り
ま
す
。鎮
房
は
官
兵
衛
が
肥
後
国（
熊
本
県
）の

一
揆
鎮
圧
の
た
め
豊
前
を
離
れ
た
隙
に
、城
井
谷
を
奪

還
し
ま
す
。こ
の
と
き
か
ら
、官
兵
衛
・
長
政
と
宇
都

宮
鎮
房
・
朝
房
と
の
城
井
谷
を
め
ぐ
る
攻
防
が
始
ま
り

ま
す
。

　
官
兵
衛
が
宇
都
宮
氏
攻
め
の
た
め
陣
を
張
っ
た
法
然

寺（
築
上
町
東
八
田
）・長
政
が
同
じ
く
本
陣
と
し
た
広

津
城（
吉
富
町
広
津
）、三
丁
の
弓
が
あ
れ
ば
守
れ
る
と

い
わ
れ
る
要
害
の
場
所
・
き
い
の
う
え

城
井
ノ
上
城
址（
築
上
町
寒

田
）な
ど
史
跡
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、桜
の
花
見
が
日
本
の
風
物
詩
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
が
、秀
吉
が
広
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

官
兵
衛
と
従
者
が
く
ぼ
て
さ
ん

求
菩
提
山（
豊
前
市
）で
さ
く
ら
が
り

桜
狩
（
桜

の
花
見
）を
楽
し
ん
だ
と
き
に
詠
ん
だ
短
冊
が
１３
首
残
っ

て
お
り
、九
州
最
古
の
桜
の
花
見
は
、秀
吉
の
側
近
・
官

兵
衛
が
中
津
城
主
時
代
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
史
料
は
、求
菩
提
資
料
館

（
豊
前
市
鳥
井
畑
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
官
兵
衛
と
博
多
と
の
繋
が
り
は
、秀
吉
の
命
に
よ
る

た
い
こ
う
ま
ち
わ
り

太
閤
町
割
に
遡
り
ま
す
。戦
乱
で
疲
弊
し
た
博
多
の
町
の

復
興
を
考
え
た
秀
吉
は
、官
兵
衛
に
博
多
の
復
興
プ
ラ
ン

の
策
定
を
命
じ
ま
し
た
。官
兵
衛
は
家
臣・
ひ
さ
の 

し
へ
え 

久
野
四
兵
衛

に
指
示
し
て
天
正
１５
年（
１
５
８
７
年
）末
頃
、呉
服
町・

小
山
町
を
機
軸
に
し
た
街
区
割
り
が
で
き
あ
が
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、中
津
城
主
と
な
っ
た
官
兵
衛
は
、天
正
１７
年

（
１
５
８
９
年
）、  4４
歳
で
家
督
を
長
政
に
譲
り
、じ
ょ
す
い

如
水
と

名
を
改
め
ま
し
た
。

　
長
政
が
関
が
原
の
戦
い
で
の
論
功
を
徳
川
家
康
に
認

め
ら
れ
、筑
前
国
５２
万
石
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

如
水
と
福
岡（
博
多
）と
の
関
わ
り
が
再
開
し
ま
す
。如

水
と
長
政
は
ま
ず
、慶
長
５
年（
１
６
０
０
年
）、小
早
川

た
か
か
げ

隆
景
が
築
城
し
た
な
じ
ま
名
島
城（
福
岡
市
東
区
名
島
）に
入

麻
市
大
隈
）に
あ
り
ま
す
。母
里
太
兵
衛
友
信
が
城
主

と
な
っ
た
益
富
城
の
か
ら
め
て
も
ん

搦
手
門
は
麟
翁
寺
に
移
築
さ
れ
て

お
り
、寺
の
宝
と
し
て
母
里
太
兵
衛
友
信
の
か
っ
ち
ゅ
う

甲
冑
や
肖

像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
く
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
で
、
ま
で
ら
じ
ょ
う

麻
　
良
城
城

主
だ
っ
た
黒
田
藩
家
老
・
栗
山
備
後
と
し
や
す

利
安
は
主
君
・
如

水
の
菩
提
を
弔
う
た
め
え
ん
せ
い
じ

円
清
寺（
朝
倉
市
は

き

し

わ

杷
木
志
波
）

を
建
立
し
ま
し
た
。寺
に
は
黒
田
如
水
や
長
政
の
肖
像

画
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
如
水
は
築
城
の
名
手
と
し
て
、息
子
長
政
と
と
も
に

福
岡
城
の「
縄
張
り
」（
城
の
門
、堀
、虎
口
、く
る
わ
曲
輪
等
の

配
置
を
指
す
）を
作
り
、晩
年
は
城
内
三
の
丸
に
設
け
ら

れ
た
お
た
か
御
鷹
屋
敷
で
、妻
幸
円
と
と
も
に
静
か
に
暮
ら
し

ま
し
た
。

　
慶
長
９
年（
１
６
０
４
年
）３
月
２０
日
、如
水
は
京
都

伏
見
の
藩
邸
で
亡
く
な
り
、そ
う
ふ
く
じ

祟
福
寺（
福
岡
市
博
多
区

千
代
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。現
在
、黒
田
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
祟
福
寺
で
は
毎
年
３
月
２０
日
に
如
水
の
法
要
が
営

り
ま
し
た
。そ
の
後
、九
州
一
の
商
業
都
市
に
発
展
し
て

い
た
博
多
の
町
を
城
下
町
に
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
、

当
時
の
福
崎（
福
岡
市
城
内
）と
い
う
場
所
に
福
岡
城

築
城
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。如
水
の
曾
祖
父・た
か
ま
さ

高
政

が
黒
田
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
備
前・福
岡
村（
現
在
の

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
岡
）に
ち
な
ん
で
、新
た

な
城
と
城
下
町
を
築
く
に
際
し
て
、こ
の
福
崎
と
い
う

地
名
を
福
岡
に
改
称
し
ま
し
た
。こ
れ
が「
福
岡
」の
地

名
の
始
ま
り
で
す
。

　
築
城
に
際
し
て
、良
材
を
求
め
る
た
め
如
水
は
筑
豊

地
域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。飯
塚
市
に
あ
る
西
光
寺（
飯
塚

市
ま
し
き
馬
敷
）に
は
度
々
宿
泊
し
て
お
り
、寺
に
は
如
水
直
筆

の「
如
水
え
ん
せ
い

圓
清
」と
い
う
法
号
や
如
水
が
徳
川
家
か
ら

は
い
り
ょ
う

拝
領
し
た
火
鉢
な
ど
如
水
ゆ
か
り
の
品
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、如
水
発
案
で
長
政
の
と
き
に
、冷
水
峠
越
え
の

長
崎
街
道
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。い
ま
で
も
当
時
の
石
畳

が
そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。小
倉
か
ら
長
崎
を
結
ぶ
長
崎

街
道
は
江
戸
時
代
、参
勤
交
代
で
利
用
さ
れ
、福
岡
藩
内

の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
、筑
前
む
し
ゅ
く
六
宿
と
い
う
宿
場
町
が
形

成
さ
れ
、賑
わ
い
ま
し
た
。う
ち
の
内
野
宿（
飯
塚
市
）、こ
や
の
せ
じ
ゅ
く

木
屋
瀬
宿

（
北
九
州
市
）な
ど
で
は
当
時
の
建
物
が
残
って
い
ま
す
。

　
如
水（
官
兵
衛
）は
、福
岡
城
内
の
居
館
が
完
成
す
る

ま
で
の
間
、太
宰
府
で
い
ん
せ
い

隠
棲
し
ま
し
た
。如
水
が
隠
棲

し
て
い
た
際
に
茶
の
湯
で
使
っ
て
い
た
井
戸（
如
水
の
井

戸
）や
如
水
を
ま
つ祀
っ
た
如
水
社
が
太
宰
府
天
満
宮
内
に

あ
り
ま
す
。如
水
が
奉
納
し
た「
む
そ
う
の
れ
ん
が

夢
想
之
連
歌
」、太
宰

府
天
満
宮
の
楼
門
等
の
修
理
の
た
め
如
水
の
寄
進
や
長

政
の
寄
付
を
報
じ
た
書
状「
黒
田
如
水
書
状
」な
ど
の

史
料
も
太
宰
府
天
満
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
田
官
兵
衛・長
政
に
は
、黒
田
二
十
四
騎
と
呼
ば
れ

る
２４
人
の
精
鋭
家
臣
が
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
家
臣
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
県
内
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　
黒
田
節
の
モ
デ
ル
と
な
り
、め
い
そ
う

名
槍「
日
本
号
」を
福
島

正
則
か
ら
呑
み
獲
っ
た
逸
話
を
も
つ 

も

り

た
へ
え
と
も
の
ぶ

母
里
太
兵
衛
友
信

は
豊
前
国
と
の
国
境
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
出
城

の
鷹
取
山
城（
直
方
市
お
よ
び
福
智
町
）、益
富
城（
嘉

麻
市
）の
城
主
と
な
り
、そ
の
墓
は
菩
提
寺・
り
ん
お
う
じ

麟
翁
寺（
嘉

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
織
田
信
長
か
ら
拝
領
し
た
名
刀「
へ
し
切
長
谷
部
」、

豊
臣
秀
吉
自
筆
の
官
兵
衛
宛
書
状
、母
里
太
兵
衛
友
信

が
呑
み
獲
っ
た
名
槍「
日
本
号
」な
ど
黒
田
如
水
や
黒
田

家
ゆ
か
り
の
品
々
は
現
在
福
岡
市
博
物
館（
福
岡
市
早

良
区
百
道
浜
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
福
岡
に
は
、黒
田
官
兵
衛
並
び
に
黒
田

藩
に
関
す
る
史
跡
・
史
料
が
多
数
存
在
し
ま
す
が
、紙

面
の
都
合
上
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
協
議
会
の
活
動
を
通
じ
て
、１
つ
で
も
多
く
の
史
跡
・

史
料
を
紹
介
し
、大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」を
契

機
と
し
た
観
光
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
黒

田
官
兵
衛（
如
水
）ゆ
か
り
の
地
・
福
岡
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

参
考
文
献
：「
黒
田
如
水 
臣
下
百
姓
の
罰
恐
る
べ
し
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）

小
和
田 

哲
男 

著

お
わ
り
に

崇福寺山門（提供：福岡市）福岡市博物館（提供：福岡市）

博多駅前の黒田節像・・・民謡『黒田節』で謡われるエピソードは、母里太兵衛を題材にしたもの。
　　　　　　　　　　福島正則から「飲み干せば何でも褒美を取らす」と酒を大盃に注がれ、見事に何杯も飲み干した母里太兵衛が、
　　　　　　　　　　正則秘蔵の名槍“日本号”を呑み獲ったという逸話。

軍師官兵衛をテーマとする飾り山笠（八番山笠 上川端通流）
今年の山笠では、黒田官兵衛や黒田武士をテーマとする飾り山、

か
舁き山が９ヵ所で展示され、地元・福岡でも盛り上がりました。

今年は山笠に
いっぱい
登場したよ！
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