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宗
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誾
千
代
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る



　
宮
永
様
居
館
跡
（
上
宮
永
町
本
田
）

　

初
代
柳
川
藩
主
立
花
宗
茂
の
正
室
誾
千
代
姫
は
、

天
正
十
五
年
に
宗
茂
が
柳
川
領
を
与
え
ら
れ
る
と
、
一

時
期
城
督
も
勤
め
た
立
花
城
（
新
宮
町
）
か
ら
共
に
入

城
し
ま
し
た
。
八
年
後
自
ら
城
を
離
れ
、
城
下
の
「
宮

永
村
」
に
居
館
を
構
え
住
ん
だ
た
め
「
宮
永
様
」
と
も

呼
ば
れ
ま
し
た
。
別
居
の
理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
宗
茂
の
側
室
八
千
姫
の
存
在
に
気
遣
い
さ
れ
た

と
も
。
ま
た
誾
千
代
を
い
た
だ
く
勢
力
と
、
宗
茂
を
中

心
と
し
た
勢
力
と
の
対
立
を
想
定
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
宗
茂
出
征
時
に
は
城
で
寝
泊
ま
り
し
留
守
中
を

護
っ
た
な
ど
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。

　

居
館
は
絵
図
か
ら
見
る
と
、
掘
割
で
囲
ま
れ
て
お
り
、

城
と
の
往
来
は
船
を
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
居
館

の
周
り
に
は
警
護
の
配
下
も
住
ま
い
し
、
南
の
海
側
へ

の
備
え
と
し
て
も
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
。

　

柳
川
城
開
城
の
際
に
も
敵
方
は
、
誾
千
代
が
守
る
こ

の
地
を
避
け
た
と
の
説
も
あ
る
よ
う
で
す
。

１

ぎ
ん 

ち　

よ 

ひ
め

た
ち
ば
な
む
ね
し
げ

み
や  

な
が 

さ
ま  

き
ょ  

か
ん  

あ
と

（
１
５
８
７
）

石碑と説明板は、
神社と地区公民館の
間にあります

居館跡遠景



２

宮永様居館跡図



3

　

元
和
六
年
に
柳
川
へ
再
封
さ
れ
た
宗
茂
は
、
再
封
後

先
ず
誾
千
代
の
た
め
「
良
清
寺
」
を
建
立
し
、
そ
の
菩

提
を
弔
い
ま
し
た
。
墓
は
移
さ
れ
た
も
の
の
、
腹
赤
村

に
は
供
養
塔
が
あ
り
、
そ
の
形
か
ら「
ぼ
た
も
ち
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
近
代
の
改
修
で
上
部
が
逆
様
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

誾
千
代
姫
誕
生
の
頃
は
大
友
領
国
が
大
き
く
拡
大
し
、

か
つ
安
定
し
て
い
た
時
期
で
し
た
が
、
立
花
城
の
城
督

で
あ
っ
た
頃
は
一
転
し
ま
す
。
天
正
六
年
、
日
向
耳
川

で
、
大
友
勢
が
南
の
勢
力
島
津
氏
に
大
敗
を
喫
す
る
と
、

俄
か
に
各
地
で
謀
反
が
相
次
ぎ
、
領
国
は
一
挙
に
瓦
解

　
誾
千
代
姫
の
生
涯

　

大
友
家
重
臣
戸
次
道
雪
の
一
人
娘
と
し
て
永
禄
十
二

年
久
留
米
市
草
野
の
問
本
で
生
ま
れ
た
誾
千
代
は
、
天

正
三
年
七
歳
に
し
て
立
花
城
の
城
督
と
な
り
「
戦
国
女

性
の
鑑
」
の
よ
う
な
方
で
し
た
。
高
橋
紹
運
の
長
男
で

入
婿
の
宗
茂
と
十
三
歳
で
結
婚
。
十
九
歳
の
時
柳
川
へ

入
城
し
て
大
名
夫
人
と
し
て
円
満
な
時
を
過
ご
し
た
が
、

二
十
七
歳
の
時
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
が
為
に
、
宗
茂

に
側
室
が
出
現
。
お
家
存
続
を
願
い
宗
茂
を
思
い
遣
り

側
室
と
の
暮
ら
し
に
配
慮
し
、
別
居
す
る
こ
と
に
。
三

十
二
歳
の
時
、「
関
ケ
原
の
戦
い
」
で
誾
千
代
の
諫
め
も

空
し
く
、
恩
あ
る
豊
臣
方
（
西
軍
）
に
与
し
敗
れ
た
た

め
、
宗
茂
が
領
地
も
城
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
加
藤
清
正

の
庇
護
を
受
け
夫
と
は
別
地
玉
名
郡
腹
赤
村（
長
洲
町
）

に
母
と
共
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
年
後
こ

の
地
で
病
い
か
ら
亡
く
な
り
ま
し
た
。
享
年
三
十
四
歳
、

法
名
は
「
光
照
院
殿
泉
譽
良
清
大
禅
定
尼
」。
宗
茂
の

大
名
復
帰
を
見
届
け
な
い
ま
ま
世
を
去
り
ま
し
た
。

べ
っ 

き 

ど
う
せ
つ

　
　
　
　

と
い
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

た
か
は
し
じ
ょ
う
う
ん

く
み

こ
う
し
ょ
う
い
ん
で
ん
せ
ん 

よ  

り
ょ
う
せ
い
だ
い
ぜ
ん
じ
ょ
う
に

は
ら 

か

ぎ
ん　

 

ち  　

  

よ    

ひ
め

（
１
５
６
９
）

（
１
５
７
５
）

（
１
６
２
０
）

玉名郡長州町腹赤にある
宮永様の供養塔（ぼたもちさん）

（
１
５
７
８
）



４

の
方
向
へ
向
か
い
ま
す
。
誾
千
代
の
父
戸
次
道
雪
は
高

橋
紹
運
ら
他
の
諸
将
と
と
も
に
、
領
国
維
持
の
た
め
奔

走
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
城
督
誾
千

代
の
婿
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
立
花
の
家
督
を
高
橋
紹
運

の
長
男
宗
茂
が
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
誾

千
代
は
十
三
歳
、
宗
茂
は
二
歳
上
の
十
五
歳
で
立
花
城

の
地
固
め
を
図
り
ま
し
た
。 

　
　

　

道
雪
、
紹
運
の
死

　

し
か
し
、
父
道
雪
は
西
の
勢
力
龍
造
寺
氏
の
支
配
下

に
あ
っ
た
柳
川
城
を
攻
め
落
と
せ
ず
、
天
正
十
三
年
退

い
た
北
野
の
陣
（
久
留
米
市
）
で
病
没
し
ま
す
。
宗
茂

の
父
高
橋
紹
運
も
翌
年
岩
屋
城
（
太
宰
府
市
）
に
て
島

津
勢
へ
の
盾
と
な
り
、
壮
烈
な
最
期
を
遂
げ
ま
す
。
宗

茂
と
誾
千
代
が
守
る
立
花
城
は
島
津
の
攻
勢
に
対
し
、

二
十
日
間
近
く
籠
城
。

　

こ
の
間
誾
千
代
も
決
死
の
覚
悟
で
城
を
護
り
ま
し
た
。

程
な
く
頼
み
の
援
軍
で
あ
る
豊
臣
軍
（
先
遺
毛
利
勢
）

の
九
州
入
り
で
立
花
城
は
落
城
を
ぎ
り
ぎ
り
免
れ
、
宗 
 

茂
は
秀
吉
の
も
と
で
九
州
平
定
に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ

の
功
績
に
よ
り
大
友
家
か
ら
独
立
し
、
筑
後
柳
川
に
大

名
と
し
て
新
た
な
領
地
を
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
　

　

立
花
城
か
ら
柳
川
城
へ

　

誾
千
代
は
幼
少
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
立
花
城
に

別
れ
を
告
げ
、
天
正
十
五
年
六
月
柳
川
城
入
り
を
果
た

し
ま
し
た
。
入
城
後
も
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
征
な
ど
の

戦
い
は
続
き
ま
す
が
、
文
禄
三
年
十
月
宗
茂
は
二
年
前

か
ら
続
く
謂
ゆ
る
「
文
禄
の
役
」
の
さ
な
か
、
正
室
誾

千
代
を
伴
っ
て
上
京
し
、
秀
吉
に
謁
見
。
朝
鮮
出
兵
で

の
手
柄
を
褒
め
た
た
え
ら
れ
、
京
都
滞
在
用
に
は
聚
楽

第
に
広
壮
な
一
室
を
与
え
ら
れ
、
二
人
揃
っ
て
の
幸
せ

な
時
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　

　

文
禄
の
役
以
後
の
誾
千
代

　

し
か
し
こ
の
滞
在
中
に
天
下
人
秀
吉
か
ら
、
子
宝
に

恵
ま
れ
な
い
宗
茂
に
側
室
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
誾
千

代
は
「
ど
う
し
て
く
れ
よ
う
・
・
・
」
と
考
え
、
結
論

が
後
の
「
別
居
」
と
な
る
の
で
し
た
。 

 
 

（
１
５
８
５
）

（
１
５
８
７
）

（
１
５
９
４
）



宅
に
な
り
ま
し
た
。
立
花
家
14
代
当
主
寛
治
公
は
明
治

22
年
に
東
京
か
ら
柳
川
へ
帰
郷
し
、
明
治
39
年
か
ら
邸

宅
の
本
格
的
な
造
営
に
着
手
。

　

現
在
み
ら
れ
る
御
広
間
及
び
御
居
間
と
そ
の
座
敷
付

庭
園
で
あ
る
松
濤
園
、
ま
た
西
洋
館
と
洋
風
の
前
庭
、

正
門
な
ど
は
、
こ
の
時
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
西
洋
館
及

び
御
広
間
は
接
客
の
場
で
あ
り
、
当
主
と
家
族
は
御
広

間
の
西
側
に
続
く
御
居
間
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
西
洋
館
西
側
の
家
政
局
と
呼
ば
れ
る
建
物
は
、
立
花

家
の
家
事
や
財
産
管
理
な
ど
を
行
う
事
務
所
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
御 

　
花

　
　

藩
主
家
の
住
ま
い
御
花
畠

　

御
花
は
旧
柳
川
藩
主
立
花
家
が
日
々
暮
ら
し
た
屋
敷

で
す
。
藩
主
の
住
居
は
初
め
柳
川
城
二
ノ
丸
御
殿
に
あ

り
ま
し
た
が
、
第
５
代
藩
主
貞
俶
公
の
時
代
に
手
狭
に

な
り
、
元
文
三
年
に
現
在
地
へ
移
り
ま
し
た
。
江
戸
時

代
の
建
物
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
御
花
畠
と
呼
ば

れ
た
屋
敷
の
由
来
で
あ
る
大
名
庭
園
の
一
部
が
、
今
も

東
庭
園
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
立
花
家
に
伝
わ
る

絵
図
を
み
る
と
、
当
時
の
庭
園
は
池
泉
に
張
り
出
し
た

座
敷
か
ら
の
眺
め
を
意
識
し
て
造
ら
れ
、
池
の
周
囲
を

回
遊
し
て
楽
し
む
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
ま
た
春
か
ら

秋
に
か
け
て
季
節
ご
と
に
多
く
の
花
々
や
紅
葉
で
彩
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

伯
爵
家
の
住
宅
と
し
て

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
御
花
畠
は
伯
爵
立
花
家
の
住 

５

御花

（
１
７
３
８
）

（
１
８
８
９
）

（
１
９
０
６
）

さ
だ
よ
し

お
は
な
ば
た
け

と
も
は
る

し
ょ
う
と
う
え
ん

お　
　

 　
　

は 

な



　
松 
濤 

園
（
立
花
氏
庭
園
）　

　

立
花
家
14
代
当
主

寛
治
公
の
設
計
と
伝

え
ら
れ
る
松
濤
園
は
、

御
広
間
及
び
御
居
間

の
座
敷
付
の
庭
園
で

す
。
城
堀
の
水
を
引

き
入
れ
た
池
に
大
小

の
島
と
岩
礁
を
置
き

周
囲
に
約
３
０
０
本

の
松
を
配
置
し
た
広

大
な
池
泉
庭
園
で
、

冬
季
に
は
野
鴨
が
飛

来
す
る
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
御

広
間
や
松
濤
園
の
池

 
 

 

６

泉
に
能
舞
台
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
松
濤

園
及
び
御
広
間
、
西
洋
館
の
区
域
は
昭
和
53
年
に
国
の

名
勝
に
指
定
。
平
成
23
年
に
は
東
庭
園
の
区
域
が
追
加

さ
れ
、
御
花
全
域
が
名
勝
に
な
る
と
と
も
に
、
文
化
財

と
し
て
の
名
称
が
松
濤
園
か
ら
立
花
氏
庭
園
に
変
更
さ

れ
ま
し
た
。

　
立
花
家
史
料
館

　

立
花
家
に
伝
来
す
る
美
術
工
芸
品
約
五
〇
〇
〇
点
を

収
蔵
。
収
蔵
品
の
数
々
は
宗
茂
や
誾
千
代
ら
が
生
き
た 

証
で
あ
り
、
歴
史
の
リ
ア
ル
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
貴

重
な
史
料
で
す
。

（
１
９
７
８
）

（
２
０
１
１
）

し
ょ
う   

と
う    

え
ん　

  

た
ち
ば
な 

し　
て
い
え
ん

が
ん
し
ょ
う

ち  

せ
ん 

て
い
え
ん

松濤園松濤園

た
ち 

ば
な   

け　

  

し　 

り
ょ
う 

か
ん



７

　
柳
川
城
址

や
な
　  

が
わ
　
じ
ょ
う
　
　
し

  

「
柳
川
」
は
鎌
倉
期
か
ら
み
え
る
地
名
で
す
が
、

「
柳
河
」
あ
る
い
は
「
梁
川
」
な
ど
と
も
書
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
は
戦
国
期
の
国
人
蒲
池
治
久
が
支
城
を
築
い
て

い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
蒲
池
氏
は
二
流
に

分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
下
蒲
池
・
上
蒲
池
と
称
さ
れ
ま

す
が
治
久
の
孫
に
あ
た
る
下
蒲
池
鑑
盛
に
至
っ
て
柳
川

に
「
築
城
」
し
、
こ
こ
が
下
蒲
池
家
の
本
拠
地
と
な
り

ま
す
。
鑑
盛
の
子
鎮
連（
鎮
並
と
も
書
く
）の
時
、
龍
造

寺
隆
信
の
謀
略
に
よ
っ
て
下
蒲
池
家
は
滅
亡
し
、
隆
信

は
柳
川
城
に
鍋
島
信
生（
の
ち
に
直
茂
）、
つ
い
で
龍
造

寺
家
晴
を
お
き
ま
す
。
戦
国
時
代
の
柳
川
城
は
度
々
の

攻
城
戦
に
耐
え
た
名
城
と
し
て
知
ら
れ
、
家
晴
の
守
る

柳
川
城
を
戸
次
道
雪
も
攻
め
あ
ぐ
ね
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

立
花
宗
茂
時
代
の
柳
川
城

　
豊
臣
秀
吉
の
九
州
平
定
に
よ
っ
て
、
南
筑
後
三
郡
を

与
え
ら
れ
た
立
花
宗
茂
は
、
こ
の
柳
川
に
城
地
を
定
め

て
本
格
的
な
整
備
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

御城御絵図（伝習館文庫）
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い
た
と
も
推
察
さ
れ
ま
す
。
そ
の
吉
政
は
筑
後
一
国
の

支
配
拠
点
を
柳
川
に
定
め
、
入
部
間
も
な
い
頃
か
ら
積

極
的
な
城
郭
整
備
に
着
手
し
た
よ
う
で
す
。
す
な
わ
ち

吉
政
は
慶
長
七
年
国
元
の
留
守
を
ま
も
る
「
三
奉
行
」

ら
に
対
し
、
城
門
の
造
営
や
天
守
台
の
建
造
か
ら
石
垣

の
敷
木
調
達
、
本
丸
・
西
ノ
丸
の
作
事
、
さ
ら
に
は
掘

割
水
際
に
設
け
る
虎
落
に
ま
で
お
よ
ぶ
細
か
な
指
示
を

書
き
送
っ
て
お
り
、
五
層
の
天
守
閣
も
吉
政
の
代
に
成

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
の
ち
の
立
花
氏

時
代
の
城
絵
図
に
は
主
郭
部
と
し
て
石
垣
で
囲
ま
れ
た

本
丸
と
、
そ
の
東
に
隣
接
す
る
二
ノ
丸
が
描
か
れ
て
お

り
、
吉
政
の
指
示
に
み
え
る
「
西
ノ
丸
」
が
何
を
指
す

の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
時

代
の
柳
川
城
が
、
そ
の
ま
ま
次
の
立
花
時
代
に
引
継
が

れ
た
ど
う
か
は
、
今
後
慎
重
に
研
究
を
積
み
重
ね
て
い

く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１
６
０
２
）

　

文
禄
四
年
に
い
わ
ゆ
る
「
太
閤
検
地
」
を
終
え
、
領

国
支
配
が
安
定
化
し
た
段
階
、
恐
ら
く
は
翌
五
年
こ
ろ

か
ら
、
柳
川
城
の
本
格
的
な
改
修
が
開
始
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
当
然
こ
れ
は
慶
長
の
役
期
に
も
継
続
し
、
天

守
閣
の
建
造
を
含
め
朝
鮮
か
ら
の
指
示
と
い
う
事
態
に

立
ち
至
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
三
ノ
丸
か
ら
、
本
丸
に
隣
接
す
る
二
ノ
丸

に
架
設
さ
れ
て
い
た
通
称
欄
干
橋
の
擬
宝
珠
に
は
慶
長

四
年
銘
の
陰
刻
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
立
花
宗
茂
に
よ
る
城
郭
・
都
市
整
備

は
改
易
に
よ
っ
て
頓
挫
し
、
そ
の
事
業
は
田
中
吉
政
に

引
継
が
れ
ま
す
。

　

田
中
吉
政
の
時
代
の
柳
川
城

　

吉
政
は
三
河
岡
崎
を
領
し
て
い
ま
し
た
が
、
岡
崎
を

近
世
都
市
化
す
る
う
え
で
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
人
物

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
江
出
身
の
吉
政
は
当
時

と
し
て
は
も
っ
と
も
先
進
的
な
技
術
者
集
団
を
抱
え
て 
 

 
 

 
 

 
 

（
１
５
９
５
）

（
１
５
９
９
）



　

再
び
立
花
宗
茂
の
時
代
の
柳
川
城

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
柳
川
城
は
元
和
六
年
末
か
ら
は

ふ
た
た
び
立
花
氏
の
居
城
と
な
り
ま
し
た
。本
丸
、二
ノ

丸
を
囲
む
よ
う
に
三
ノ
丸
が
展
開
し
ま
す
。
三
ノ
丸
に

は
重
臣
た
ち
の
屋
敷
が
連
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
御
蔵

（
東
三
ノ
丸
）
や
御
厩
（
南
三
ノ
丸
）
も
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
う
し
て
柳
川
城
は
立
花
氏
の
居
城
と
し
て
、

明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
明
治
5
年

失
火
に
よ
っ
て
天
守
閣
を
含
め
、
本
丸
・
二
ノ
丸
は
消

失
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

　

旧
柳
川
城
天
守
趾
を
中
心
と
し
て
城
跡
の
十
分
の
一

を
公
園
と
し
て
保
存
し
て
い
た
が
、
今
で
は
東
側
側
面

の
石
垣
の
み
が
当
時
の
面
影
を
わ
ず
か
に
残
し
て
い
ま

す
。

　

城
跡
は
現
在
柳
城
中
学
校
と
柳
川
高
校
の
敷
地
内
に

あ
り
、
本
丸
跡
は
「
へ
そ
く
り
山
」
の
愛
称
で
親
し
ま

れ
、
石
碑
と
案
内
板
が
あ
り
ま
す
。 
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（
１
６
２
０
）

（
１
８
７
２
）

柳川城天守閣

柳川城址の石垣



　
立
花
宗
茂
公

　

立
花
宗
茂
は
、
大
友
氏
（
豊
後
：
大
分
）
の
家
臣
の

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
宗
茂
が
生
ま
れ
た
の
は
永
禄
十

年
で
、〝
独
眼
竜
〞伊
達
政
宗
や
日
本
一
の
兵
と
呼
ば
れ

た
真
田
信
繁（
幸
村
）と
同
い
年
。
世
は
す
で
に
織
田
信

長
や
武
田
信
玄
、
上
杉
謙
信
な
ど
が
覇
を
競
い
あ
っ
て

い
た
最
中
で
あ
り
、
宗
茂
が
活
躍
す
る
こ
ろ
に
は
豊
臣

秀
吉
が
台
頭
し
、
天
下
が
固
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

　

生
き
馬
の
目
を
抜
く
よ
う
な
戦
国
時
代
に
お
い
て
、

損
得
勘
定
で
動
か
ず
、
義
を
重
ん
じ
た
稀
有
な
人
物
で

し
た
。
誰
に
対
し
て
も
驕
る
こ
と
な
く
接
し
、
部
下
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
家
の
武
将
か
ら
の
人
望
も
厚
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
下
人
・
豊
臣
秀
吉
を
し
て「
剛
勇
鎮
西
一
」「
東
の

本
田
忠
勝
、
西
の
立
花
宗
茂
」
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
戦

上
手
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
五
大
老
・
小 
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た
ち　

ば
な　

む
ね　

し
げ　

（
１
５
６
７
）

ひ
の
も
と
い
ち　

 

つ
わ
も
の

お
ご

ご
う
ゆ
う
ち
ん
ぜ
い
い
ち

（
１
５
９
８
）

（
１
６
０
０
）

（
１
６
２
０
）

早
川
隆
景
は
「
立
花
家
の
軍
三
千
は
他
家
の
一
万
に
匹

敵
す
る
」
と
評
価
し
、
肥
後
熊
本
城
主
・
加
藤
清
正
も

「
日
本
軍
第
一
の
勇
将
」
と
絶
賛
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

慶
長
三
年
秀
吉
が
亡
く
な
っ
た
後
、
慶
長
五
年
、
豊

臣
家
へ
の
恩
義
か
ら
関
ケ
原
の
戦
い
で
は
西
軍
に
属
し
、

結
果
敗
軍
の
将
と
し
て
浪
人
生
活
を
送
る
事
に
。

　

し
か
し
、
そ
の
人
望
と
才
覚
は
徳
川
家
康
や
江
戸
幕

府
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
、
江
戸

時
代
に
な
る
と
小
藩
な
が
ら
大
名
に
復
帰
。
元
和
六
年

に
は
柳
川
藩
主
と
な
り
、
関
ケ
原
の
戦
い
で
敗
れ
、
改

易
さ
れ
た
大
名
の
な
か
で
は
唯
一
、
旧
領
復
帰
を
果
た

し
ま
し
た
。

　

義
に
生
き
た
武
将
宗
茂

　

戸
次
道
雪
や
宗
茂
に
仕
え
、
立
花
家
随
一
の
切
れ
者

と
い
わ
れ
た
薦
野
増
時
。
増
時
は
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お

い
て
も
、
西
軍
に
勝
ち
目
無
し
！
と
読
み
、
東
軍
に
つ

く
よ
う
進
言
し
ま
す
。
ま
た
、
徳
川
家
康
も
宗
茂
の
実 

 
 

 
 

 
 

 
こ
も 

の



武
士
の
や
る
事
で
は
な
い
」
と
一
喝
。
む
し
ろ
、
西
軍

の
仲
間
と
し
て
護
衛
を
申
し
出
た
と
い
い
ま
す
。 

そ
の

後
、
国
許
に
戻
っ
た
義
弘
は
、
こ
の
恩
に
報
い
よ
う
と

東
軍
に
攻
め
ら
れ
る
柳
川
に
援
軍
を
送
り
ま
す
。
宗
茂

の
清
廉
さ
は
、
仇
敵
と
の
友
諠
を
も
可
能
に
し
た
も
の

で
し
た
。 
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ぶ
ん 

ご

力
を
高
く
買
っ
て
お
り
、
法
外
な
恩
賞
を
ち
ら
つ
か
せ

て
東
軍
に
誘
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
宗
茂
は
断
固
と
し

て
東
軍
に
つ
く
こ
と
を
拒
み
ま
す
。
豊
後
大
友
氏
の
一

家
臣
で
あ
っ
た
立
花
家
を
独
立
大
名
に
取
り
立
て
た
の

は
、
ほ
か
で
も
な
い
豊
臣
秀
吉
。
宗
茂
は
「
秀
吉
公
の

恩
義
を
忘
れ
て
東
軍
に
つ
く
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
」

「
戦
の
勝
ち
負
け
で
は
な
い
」
と
西
軍
に
つ
い
た
の
で

す
。
人
格
者
で
忠
義
に
厚
い
と
さ
れ
た
宗
茂
ら
し
い
逸

話
で
す
。　

　

仇
敵
と
の
友
情

　

関
ヶ
原
の
戦
い
に
敗
れ
て
柳
川
に
戻
る
道
中
、
宗
茂

は
同
じ
西
軍
だ
っ
た
島
津
義
弘
と
出
く
わ
し
ま
す
。
こ

の
時
の
島
津
軍
は
日
本
史
上
に
残
る
凄
絶
な
退
却
戦
の

末
、
残
る
兵
は
わ
ず
か
。
ま
さ
に
満
身
創
痍
で
し
た
。

島
津
氏
と
い
え
ば
、
父
・
高
橋
紹
運
を
死
な
せ
た
憎
き

相
手
。
家
臣
ら
は
「
今
こ
そ
仇
を
討
つ
時
！
」
と
い
き

り
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、
宗
茂
は
「
敗
軍
を
打
つ
な
ど

き
ゅ
う
て
き

せ
い
ぜ
つ

く
に
も
と

せ
い
れ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ
う  

ぎ



　
梅
岳
山
福
厳
寺

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　

福
厳
寺
は
柳
川
藩
主
立
花
家
の
菩
提
寺
で
す
。
天
正

十
五
年
に
柳
川
城
に
入
っ
た
立
花
宗
茂
は
岳
父
戸
次
道 

雪（
鑑
連
、
誾
千
代
姫
の
実
父
）の
菩
提
寺
、
曹
洞
宗
梅

岳
寺
を
柳
川
城
下
に
移
し
ま
し
た
。
田
中
家
の
時
代
に
は

廃
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
元
和
六
年
、
柳

川
に
再
封
さ
れ
た
立
花
宗
茂
に
よ
り
復
興
さ
れ
ま
し
た
。

　

寛
文
九
年
、
二
代
藩
主
忠
茂
が
改
宗
し
た
の
を
受
け
、

三
代
藩
主
鑑
虎
は
梅
岳
寺
を
臨
済
宗
黄
檗
派
に
改
め
、

寺
名
を
梅
岳
山
福
厳
寺
と
し
ま
す
。
現
在
の
伽
藍
は
東

に
山
門
、
北
に
本
堂
、
南
に
天
王
殿
、
西
に
鐘
鼓
楼
と

開
山
堂
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
天
王
殿
は
、

全
国
的
に
も
数
少
な
く
貴
重
で
す
。

　

本
堂
の
う
し
ろ
に
は
、
歴
代
柳
川
藩
主
の
墓
所
で
あ

る
御
霊
屋
が
置
か
れ
、
ま
た
境
内
西
側
は
藩
士
の
墓
所 

が
広
が
り
ま
す
。
ま
た
、
芥
川
賞
作
家
の
長
谷
健
（
旧

姓
堤
、
本
名
藤
田
正
俊
）、
直
木
賞
作
家
の
檀
一
雄
、
そ

し
て
層
雲
派
（
自
由
律
俳
句
）
の
俳
人
木
村
緑
平
（
本

名
木
村
好
栄
）
の
墓
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12

ば
い  

が
く　

 

ざ
ん　

ふ
く　

 

ご
ん　

 

じ

（
１
５
８
７
）

（
１
６
２
０
）

（
１
６
６
９
）

　
　
　

あ
き
つ
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

そ
う
と
う
し
ゅ
う
ば
い

が
く 

じ

　
　
　
　
　
　
　
　

あ
き
と
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
ば
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

が　
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ょ
う
こ
ろ
う

　
　

 

お  

た
ま 

や

　
　
　
　
　
　
よ
し
ま
さ



　

御　

霊　

屋

　

本
堂
の
う
し
ろ
に
あ
り
ま
す
。

歴
代
の
藩
主
の
墓
所
で
す
が
、
墓
塔
を
覆
っ
て
い
る
建

物
が
コ
の
字
状
に
整
然
と
な
っ
た
様
は
、
こ
れ
ま
た
封

建
制
度
の
秩
序
に
満
ち
た
建
築
空
間
を
実
感
で
き
る
場

所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。 
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辻
　
門
（
辻
御
門
）

　

旧
柳
川
城
下
町
の
柳
河
か
ら
御
家
中
と
呼
ば
れ
た
城

内
に
入
る
た
め
に
は
、
長
さ
８
間
の
橋
で
外
堀
を
渡
り

「
辻
門
」を
通
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
後
期
の
文

政
年
間
に
著
さ
れ
た『
柳
川
明
証
図
会
』で
は
、
辻
門
は

「
此
の
番
所
に
て
あ
ら
た
め
て
旅
人
を
入
る
こ
と
を
許
さ

ず
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
政
年
間
の
絵
図
で
は

門
の
西
に
番
所
が
、
門
を
通
り
城
内
に
入
っ
た
突
き
当
り

に
正
面
に
目
付
役
所
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
お
り
、
通

行
人
を
あ
ら
た
め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
現
地
に
は

今
も
辻
門
橋
と
名
付
け
ら
れ
た
橋
が
架
け
ら
れ
、
橋
の

南
西
隅
に
は「
辻
門
阯
」の
石
柱
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
大
川
市
小
保
の
浄
福
寺
山
門
は
辻
門
を
移
築

し
た
も
の
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
３
間
１
戸
の
薬
医

門
で
、
切
妻
造
桟
瓦
葺
。
建
築
年
代
は
19
世
紀
中
期
に

比
定
さ
れ
て
い
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
じ　
　
　

も
ん　

  

つ
じ
ご
も
ん

お 　
　

 

た
ま 　
　

 

や

立花宗茂公の墓
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浄福寺山門（大川市小保）

辻門内外『柳河明証図会』
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三
　
忠
　
苑

　

安
東
省
菴
は
、
立
花
宗
茂
、
忠
茂
、
鑑
虎
の
三
代
に

仕
え
、
ま
た
八
代
の
子
孫
に
そ
の
道
を
伝
え
て
、
柳
川

藩
儒
学
の
伝
統
を
築
き
ま
し
た
。

　

三
忠
苑
は
、
柳
川
藩
最
初
の
藩
儒
安
東
省
菴
先
生

と
、
そ
の
師
で
あ
る
朱
舜
水
、
ま
た
朱
舜
水
を
賓
師
と

し
て
招
い
た
徳
川
光
圀
の
三
人
の
出
会
い
を
安
東
省
菴

の
名
著
『
三
忠
伝
』
に
な
ぞ
ら
え
て
、
名
付
け
た
も
の

で
す
。
苑
内
の
三
つ
の
巨
石
は
、
省
菴
先
生
と
朱
舜
水
、

徳
川
光
圀
、
砂
敷
は
東
シ
ナ
海
、
灯
籠
は
長
崎
、
そ
し

て
船
形
石
は
朱
舜
水
の
渡
来
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
そ
の
奥
の
楷
の
木
は
、
会
津
若
松
日
新
館
が
中

国
の
孔
子
廟
に
植
え
ら
れ
て
い
た
楷
の
木
の
種
子
を
育

て
、
平
成
元
年
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
秋
に
は
見
事

に
紅
葉
し
ま
す
。

　

三
忠
苑
の
奥
に
は
、
安
東
省
菴
先
生
か
ら
藩
校
伝
習

館
の
初
代
教
授
と
な
っ
た
節
菴
ま
で
六
代
に
わ
た
る
子

孫
と
そ
の
家
族
の
墓
の
ほ
か
、
師
を
慕
う
門
人
た
ち
の

墓
が
寄
り
添
う
よ
う
に
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

　

墓
地
が
そ
っ
く
り
安
東
家
の
家
塾
に
な
っ
た
よ
う

で
、
死
後
ま
で
強
い
き
ず
な
で
結
ば
れ
た
美
し
い
師
弟

愛
が
訪
れ
る
人
々
に
感
動
を
誘
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

さ
ん　
　

 

ち
ゅ
う　

   

え
ん

せ
い
あ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
き
と
ら

か
い

び
ょ
う

し
ゅ
し
ゅ
ん
す
い

（
１
９
８
９
）

安東省菴の墓
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柳
川
古
文
書
館

　
　
　

  
（
九
州
歴
史
資
料
館
の
分
館
）　

　
筑
後
地
方
に
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
「
五
条
家
文

書
」
や
福
岡
県
指
定
文
化
財
「
伝
習
館
文
庫
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
多
数
の
古
文
書
等
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
多
数
の
古
文
書
な
ど
の
保

存
・
管
理
は
必
ず
し
も
良
好
な
状
態
と
は
言
い
得
な
い

面
も
見
受
け
ら
れ
、
個
人
所
有
の
も
の
の
中
に
は
消
失

ま
た
は
、
散
逸
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

　
当
館
は
、
こ
れ
ら
歴
史
を
生
の
ま
ま
語
る
貴
重
な
古

文
書
等
の
史
料
を
収
集
、
保
存
す
る
と
と
も
に
、
県
民

の
方
々
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
て
、
郷
土
学

習
な
ど
生
涯
教
育
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
施
設
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ 

　 

も
ん 

　
じ
ょ
　

【
施
設
の
概
要
】

設
置
　
福
岡
県
教
育
委
員
会（
九
州
歴
史
資
料
館
分
館
）

管
理
　
柳
川
市
教
育
委
員
会（
生
涯
学
習
課
）　
　

【
主
な
収
蔵
資
料
】

　
①
大
友
家
文
書
・
立
花
文
書
・
伝
習
館
文
庫
・

　
　
柳
川
藩
立
花
家
文
書
　
　

　
②
鷹
尾
神
社
文
書
　
③
柳
川
藩
士
資
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柳川古文書館と鋤崎土居
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そ
と
ぐ
る 

わ

  
二
ツ
川
と
鋤
崎
土
居

　

二
ツ
川

　

二
ツ
川
は
、
矢
部
川
水
系
沖
端
川
の
水
を
柳
川
城
下

町
に
供
給
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
た
水
路
で
す
。
ま
た
、

農
業
用
水
路
と
し
て
城
下
町
よ
り
さ
ら
に
下
流
の
農
村

地
域
を
支
え
る
重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
城
下
町
に

面
し
た
川
幅
は
江
戸
時
代
に
は
約
22
間
（
約
40
メ
ー
ト

ル
）
も
あ
り
、
城
下
町
側
の
西
岸
に
は
、
防
衛
の
た
め

に
堤
防
が
築
か
れ
ま
し
た
。

　

鋤
崎
土
居

　

二
ツ
川
の
堤
防
の
う
ち
、
城
下
町
の
東
の
入
口
で
あ

る
瀬
高
御
門
よ
り
北
側
の
延
長
４
０
０
間
（
約
７
２
０

メ
ー
ト
ル
）、
幅
18
尺
（
５
・
４
メ
ー
ト
ル
）
に
及
ぶ
堤

防
は
、
鋤
崎
土
居
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
堤
防
に
は
榎
、

椋
、
そ
の
他
の
雑
木
や
竹
、
ス
ス
キ
が
生
い
茂
り
、
堤

防
を
強
固
に
す
る
と
と
も
に
、
外
部
か
ら
城
下
町
の
姿 
 

 
 

 
 

 
 

を
隠
す
役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
城
下
町
に

近
付
く
に
従
っ
て
天
守
閣
が
土
居
の
陰
に
隠
れ
る
た
め
、

敵
が
攻
撃
目
標
を
見
失
う
「
遠
見
遮
断
の
役
」
を
果
た

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
鋤
崎
土
居
に
は
城
内
に
水
を
引
き
込
む
た
め

の
水
門
が
３
カ
所
あ
り
、
城
下
町
全
域
に
効
率
良
く
水

を
行
き
渡
ら
せ
る
と
と
も
に
、
敵
に
攻
め
ら
れ
た
際
は

水
門
を
閉
じ
る
こ
と
で
城
下
町
東
側
の
土
地
に
水
が
溢

れ
湿
地
帯
と
な
り
、
城
下
全
域
を
水
城
と
し
て
防
衛
す

る
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

現
在
、
役
割
を
終
え
た
土
居
は
切
り
下
げ
ら
れ
、
道

路
や
宅
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
も
残
る
二
ツ
川
の
土
居

　

瀬
高
御
門
よ
り
南
の
二
ツ
川
下
流
方
向
に
延
び
る
堤

防
は
、
田
中
吉
政
菩
提
寺
真
勝
寺
の
裏
手
に
あ
た
る
こ

と
か
ら
、
真
勝
寺
土
居
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

さ
ら
に
下
流
に
は
江
戸
時
代
の
堤
防
の
一
部
が
残
さ
れ

て
お
り
、
柳
川
城
外
曲
輪
土
居
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

ふ
た　
　

   

か
わ　
　

    

す
き  

さ
き    

ど　

 

い　
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三
柱
神
社

　

柳
川
城
東
北
に
位
置
し
祭
神
は
立
花
道
雪
、
立
花
宗

茂
、
誾
千
代
姫
。

　

文
政
八
年
九
月
造
営
開
始
。
維
新
後
明
治
10
年
県
社

と
な
る
。

　

文
政
九
年
棟
梁
宋
吉
兵
ヱ
（
柳
川
市
常
盤
町
）
が
建

て
た
も
の
で
日
光
東
照
宮
に
模
し
て
い
ま
し
た
。

　

天
明
四
年
、
長
久
寺
に
祀
ら
れ
て
い
た
道
雪
と
、
文

政
三
年
日
吉
神
社
近
く
の
仮
宮
に
祀
ら
れ
た
宗
茂
・
誾

千
代
を
合
祀
す
る
形
で
文
政
八
年
９
代
目
柳
川
藩
主
立

花
鑑
賢
の
時
に
創
建
さ
れ
た
。
平
成
17
年
６
月
、
拝
殿
、

回
廊
、
楼
門
を
火
災
に
よ
り
消
失
し
本
殿
の
み
が
免
れ

ま
し
た
。

み　

は
し
ら　
じ
ん　

じ
ゃ

　

 

（
１
８
２
５
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
７
７
）

　

 

（
１
８
２
６
）

　

 

（
１
７
８
４
）

（
１
８
２
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
１
８
２
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
２
０
０
５
）

三柱神社拝殿（消失前）

三柱神社楼門（消失前）
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（
１
５
８
５
）

（
１
６
０
０
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
１
６
２
０
）

（
１
６
４
２
）

祭  
神　
　

立  

花  

道  

雪

　

筑
前
立
花
山
の
城
主
で
筑
前
、
筑
後
に
於
け
る
戦
国

の
武
将
。

　

天
正
十
三
年
、
三
井
郡
北
野
に
歿
す
。

祭  

神　
　

立  

花  

宗  

茂

　

立
花
道
雪
の
養
子
。
柳
川
城
十
三
万
石
の
初
代
藩
主
。

　

慶
長
五
年
、
関
ヶ
原
の
役
に
失
脚
、
元
和
六
年
、
再

度
柳
川
城
主
と
な
る
。
十
万
九
千
石
。　

　

寛
永
十
九
年
、
歿
す
。
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（
１
６
０
２
）

祭  

神　
　

誾  

千  

代  

姫

　

道
雪
の
娘
。
宗
茂
を
入
婿
と
す
る
。

　

慶
長
七
年
十
月
十
七
日
、
玉
名
郡
腹
赤
村
に
て
歿

す
。

　

宗
茂
再
封
後
、
柳
川
西
魚
屋
町
に
良
清
寺
を
建
て

改
葬
す
る
。

　

絵
像
三
幅
は
三
柱
神
社
の
什
物
。
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（
１
９
８
２
）

　

こ
の
橋
は
元
、
木
造
の
橋
で
柳
川
城
二
の
丸
か
ら
三

の
丸
に
渡
る
橋
を
移
し
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
二
の

丸
出
口
の
太
鼓
門
（
昼
と
夜
と
に
時
刻
を
知
ら
せ
る
）

に
か
か
る
橋
、
あ
る
い
は
太
鼓
の
形
に
似
て
い
る
こ
と

か
ら
別
名
太
鼓
橋
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

青
銅
の
擬
宝
珠
左
右
十
四
個
す
べ
て
に
製
作
者
の
名

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

九
州
筑
後
国
山
門
郡
柳
河
之
橋
也

　
　
　
　
　
　

慶
長
四
己
亥
八
月
吉
日

　

作
者
瀬
高
上
ノ
庄
之
住

　
　
　
　
　
　

平
井
惣
衛
尉
平
成
貞
小
工
十
三
人

　
　
　
　
　
　

重
八
十
九
斤

　

擬
宝
珠
は
大
東
亜
戦
争
の
と
き
、
省
耕
園
に
四
個
を

保
管
し
他
は
全
て
供
出
さ
れ
、
昭
和
57
年
欄
干
橋
が
改

築
さ
れ
た
と
き
こ
れ
を
使
用
し
ま
し
た
。

　
三
柱
神
社
欄
干
橋

み　

は
し
ら 

じ
ん　

じ
ゃ　

ら
ん　

か
ん　

ば
し

欄干橋（新）

欄干橋（旧）
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（
１
８
２
６
）

 
「
お
に
ぎ
え
」
と
「
ど
ろ
つ
く
ど
ん
」

　

三
柱
神
社
の
お
祭
り
は
、
春
の
桜
祭
り
と
特
に
秋
の

お
に
ぎ
え
が
有
名
で
す
。

　

お
に
ぎ
え
と
は
、
三
柱
神
社
の
秋
の
大
祭
の
こ
と
で
、

旧
柳
河
藩
領
域
で
最
大
の
祭
り
で
す
。
そ
の
由
来
は
、

「
大
賑
わ
い
」（
あ
る
い
は
「
お
賑
わ
い
」
）
か
ら
来
て

い
ま
す
。

　

こ
の
お
に
ぎ
え
の
中
日
の
神
幸
行
列
で
列
の
先
頭
を

進
む
山
鉾
を
「
ド
ロ
ツ
ク
ド
ン
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の

ド
ロ
ツ
ク
ド
ン
は
、
文
政
九
年
三
柱
神
社
の
遷
宮
式
の

際
、
保
加
町
の
人
た
ち
が
江
戸
の
葛
西
囃
子
と
京
都
の

祇
園
山
鉾
を
参
考
に
し
て
奉
納
し
て
、
好
評
を
博
し
た

も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
来
、
お
に
ぎ
え
の
時
に

奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
保
加
町
の
ほ
か
、

上
町
、
蟹
町
、
京
町
三
丁
目
が
一
年
交
代
で
出
し
て
い

ま
す
。

　

ど
ろ
つ
く
ど
ん
は
、
福
岡
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

おにぎえ

どろつくどん
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ぎ
ん 

ち　

よ

む
ね
と
ら

あ
き
つ
ら

  
寂
性
山
良
清
寺
（
立
花
誾
千
代
菩
提
寺
）

　

良
清
寺
は
、
柳
川
藩
祖
の
立
花
宗
茂
公
の
正
室
で
あ

る
誾
千
代
姫
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
元
和
七
年
に

建
立
さ
れ
た
寺
で
す
。
寺
名
は
、
誾
千
代
姫
の
戒
名
の

「
光
照
院
殿
泉
譽
良
清
大
禅
定
尼
」
に
由
来
し
ま
す
。

　

誾
千
代
姫
が
亡
く
な
っ
た
の
は
熊
本
県
長
洲
町
腹
赤

村
で
、
現
在
も
供
養
塔
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
三
十
三

回
忌
に
あ
た
る
寛
永
十
一
年
に
本
寺
に
改
葬
さ
れ
ま
し

た
。
本
寺
は
初
め
摂
取
山
と
い
う
山
号
で
し
た
が
、
享

保
十
年
に
、
二
代
藩
主
忠
茂
五
男
貞
晟
「
寂
性
院
殿
深

譽
幽
廣
湛
玄
大
居
士
」
追
善
の
た
め
、
寂
性
山
と
改
号

さ
れ
ま
し
た
。

　

立
花
家
墓
所
《
御
霊
屋
》
に
は
、
寂
性
院
殿
の
娘
で

あ
り
、
五
代
藩
主
貞
俶
の
正
室
松
子
「
珂
月
院
殿
浄
譽

遊
岸
光
澄
大
姉
」
も
合
祀
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

誾
千
代
姫（
永
禄
十
二
年
八
月
十
三
日
〜
慶
長
七
年

十
月
十
七
日
）
は
、
大
友
氏
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た

じ
ゃ
く
し
ょ
う
ざ
ん 

り
ょ
う 

せ
い　

じ

（
１
６
２
１
）

（
１
６
３
４
）

（
１
７
２
５
）

立
花
道
雪（
戸
次
鑑
連
）の
娘
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

　

天
正
三
年
、
道
雪
は
、
大
友
宗
麟
の
許
し
を
得
て
誾

千
代
姫
に
立
花
家
の
家
督
を
譲
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史

に
於
い
て
も
稀
な
女
城
主
の
誕
生
で
す
。

　

天
正
九
年
、
同
じ
く
大
友
家
有
力
家
臣
高
橋
紹
運
の

嫡
男
統
虎
（
後
の
宗
茂
）
を
婿
に
迎
え
ま
す
。
秀
吉
の

九
州
国
割
り
に
よ
っ
て
、
宗
茂
は
筑
後
国
柳
河
城
主
と

な
り
、
柳
河
に
移
り
ま
す
。

　

慶
長
五
年
、
「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
に
於
い
て
立
花
家

は
、
豊
臣
家
に
忠
義
を
尽
く
し
西
軍
に
つ
く
が
、
敗
戦
。

後
、
宗
茂
と
誾
千
代
姫
は
加
藤
清
正
に
庇
護
さ
れ
る
身

と
な
り
ま
し
た
。

　

肥
後
で
宗
茂
は
玉
名
郡
の
高
瀬
に
居
住
し
、
誾
千
代

姫
は
母
宝
樹
院
と
共
に
同
郷
・
腹
赤
村
に
居
住
す
る
事

と
な
り
ま
す
。
夫
宗
茂
は
そ
の
後
、
清
正
の
赦
し
を
得

て
上
方
に
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
姫
は
肥
後
に

留
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
慶
長
七
年
十
月
十
七
日
、

誾
千
代
姫
逝
去
。
享
年
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ

て
い
ま
す
。

（
１
５
７
５
）

（
１
５
８
１
）

（
１
６
０
０
）

（
１
５
６
９
）　　
　
　
　
　
　
　
　

 （
１
６
０
２
）

（
１
６
０
２
）
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（
１
６
０
３
）

　
　

  （
１
６
２
０
）

【
御
霊
屋
】

　
　
　

立
花
弾
正
貞
晟
公

　

◎
寂
性
院
殿
深
譽
幽
廣
湛
玄
大
居
士

　
　
　

享
保
五
庚
子
年
十
月
二
十
四
日
歿

　
　
　

前
立
花
飛
騨
守
源
宗
茂
公
婦
人

　

◎
光
照
院
殿
泉
譽
良
清
大
姉
霊
儀

　
　
　

慶
長
七
壬
寅
年
十
月
十
七
日

　
　
　

戸
次
丹
後
守
源
鑑
連
公
長
女
誾
千
代

　
　
　

寂
性
院
殿
嫡
女　

城
主
貞
俶
公
室

　

◎
珂
月
院
殿
浄
譽
遊
岸
光
澄
大
姉

　
　
　

享
保
十
八
癸
丑
年
九
月
十
四
日
歿

誾千代姫の肖像画（柳川市良清寺所蔵）

良清寺立花家墓所【御霊屋】

立
花
家
系
譜

　

宗 

茂　
　
　

忠 

茂

《
初 

代
》　
《
二 

代
》

　

鑑 

虎　
　
　

鑑 

任

《
三 

代
》　
《
四 

代
》

光
行
氏

茂 

虎　
　
　

茂 

高　
　
　

貞 

俶　

《
五 

代
》

貞 

晟　
　
　
　

 　
　
　
　

松 

子

伊
達
氏

寂
性
院
殿　
　
　
　
　
　　

珂
月
院
殿

光
照
院
殿

誾
千
代

「
光
照
院
殿
泉
譽
良
清
大
姉
」

　

姫
の
死
去
し
た
翌
年
慶
長
八
年
、
宗
茂
は
徳
川
家
に

召
抱
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
元
和
六
年
遂
に
柳
河
城
主

と
し
て
返
り
咲
き
を
果
た
し
ま
し
た
。
二
十
年
振
り
に

柳
河
に
戻
っ
た
宗
茂
は
、
誾
千
代
姫
の
為
「
良
清
寺
」

を
建
立
し
て
、そ
の
菩
提
を
ね
ん
ご
ろ
に
弔
い
ま
し
た
。
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定
慧
山
天
叟
寺

　

柳
川
市
鍛
冶
屋
町
に
あ
る
。
も
と
曹
洞
宗
桂
林
寺
。

元
和
年
中
（
１
６
１
５
〜
１
６
２
４
）
開
基
。

　
　
　

寛
永
四
年
、
忠
茂
は
外
祖
父
高
橋
紹
運
の
位
牌
を
安

置
し
久
留
米
、
少
林
寺
の
俊
領
を
招
き
中
興
の
開
山
と

し
、
桂
林
寺
改
め
定
慧
山
天
叟
寺
と
し
ま
し
た
。

　
　

  

高
橋
主
膳
入
道
紹
運
（
立
花
宗
茂
の
実
父
）

本
姓
＝
吉
弘 

鎮
理
、
高
橋 

鎮
種

　
　
　

そ
の
他
の
呼
び
名
／
千
寿
丸
・
弥
七
郎
・

　
　
　

吉
弘 

鎮
理
・
高
橋 

鎮
種
・
三
河
守（
三
河
入
道
）

　
　
　

主
膳
兵
衛
尉（
主
膳
兵
衛
）・
主
膳
入
道

号　

＝
紹
運
（
紹
雲
）

　
　
（
大
宰
府
で
は
し
ょ
う
う
ん
、
他
方
で
は
じ
ょ
う
う
ん
）

生
没
年
＝
１
５
４
８
〜
１
５
８
６

誕　

生
＝
天
文
十
七
年　

九
月
二
十
四
日

　
　
　
　

豊
後
国
・
東
国
東
郡
都
甲
荘
・
長
岩
屋
の
筧

　
　
　
　

城
に
て
誕
生

法　

名
＝
天
叟
寺
殿
性
海
紹
運
大
居
士

菩
提
寺
＝
天
叟
寺（
柳
川
市
）、
紹
運
寺（
大
牟
田
市
）

　
　
　
　

西
正
寺（
太
宰
府
市
神
社
）、
三
笠
神
社（
大
牟
田
市
）

　
　
　
　

祭
神（
紹
運
・
宋
雲
尼
・
統
増
）

持
ち
城
＝
本
城…

筑
前
国
・
宝
満
城　

　
　
　
　

支
城…

岩
屋
・
龍
ヶ
城
、
升
形
・
米
の
山

役　

職
＝
筑
前
国
・
宝
満
・
岩
屋
城
督

父　
　
　

吉
弘 

鑑
理　

大
友
家
・
三
家
老（
豊
州
三
老
）

　
　
　
　

の
一
人

母　
　
　

大
友
義
鑑
の
娘（
？
）

兄
弟　
　

兄…

吉
弘 

加
兵
衛
、
鎮
信
、
他
に
二
女
あ

　
　
　
　

り
、
内
一
人
は
大
友
義
統
の
妻（
菊
子
）

死　

去
＝
天
正
十
四
年
七
月
二
十
七
日

　
　
　

筑
前
国
、
岩
屋
城
に
て
自
害
、
三
十
九
歳

じ
ょ
う  

え
い　

ざ
ん　

て
ん　

そ
う　

 

じ

（
１
６
２
７
）

（
１
５
４
８
）

（
１
５
８
６
）

し
げ
ま
さ　
　
　
　
　
　
し
げ
た
ね

ひ
が
し
く
に
さ
き
ぐ
ん

じ
ょ
う
う
ん
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光
台
山
瑞
松
院
（
浄
土
宗
）

　

柳
川
を
治
め
て
い
た
蒲
池
家
を
滅
ぼ
し
た
龍
造
寺
は
、

当
時
柳
川
城
に
鍋
島
直
茂
（
後
の
佐
賀
鍋
島
藩
藩
祖
）

を
派
遣
し
て
い
ま
し
た
。
直
茂
は
夭
逝
し
た
娘
を
弔
う

た
め
本
小
路
に
本
覚
寺
を
建
て
ま
し
た
。

　

後
に
秀
吉
に
よ
り
柳
川
城
を
拝
領
し
た
宗
茂
は
こ
の

お
寺
を
現
在
地
に
移
し
ま
し
た
。

　

継
室
で
あ
っ
た
八

千
姫
（
１
６
２
４
年

没
）
が
こ
の
寺
に
葬

ら
れ
寺
名
を
瑞
松
院

に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

八
千
姫
の
実
家
で
あ

る
矢
島
家
の
菩
提
寺

で
も
あ
り
ま
す
。

こ
う  

だ
い 

さ
ん 

ず
い
し
ょ
う
い
ん

紹
運
公
の
墓

岩
屋
城
跡
（
太
宰
府
市
）

八千姫墓
（一般公開はしておりません）

よ
う
せ
い
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11月18日立花宗茂出生。豊後国都甲荘長岩屋に
あった筧城の吉弘館で生まれる。
 （父吉弘重種、後の高橋紹運19歳）

８月13日誾千代出生。筑後の耳納山麓、草野の
問本城で生まれる。名前を決めるにあたり肥前
の僧、僧吟に頼む。（父、戸次鑑連57歳）

鑑連、大友宗麟の命で筑前国の立花城督に任命。
それに伴い３歳の誾千代は父、鑑連に連れられ
筑後国の赤司城より移城。立花城へ入る。
戸次鑑連から立花道雪となる。 （59歳）

5月26日誾千代７歳、立花城督となる。（道雪63歳）

日向の国（現宮崎県日向市）耳川の合戦。 大友氏
が南からの島津勢に大敗を喫す。

8月。立花・高橋両家の養子縁組が成立。
婚儀18日。左近将監統虎、立花家へ婿入り。
統虎15歳、誾千代13歳、道雪69歳、紹運34歳。

6月。道雪、陣中発病。9月11日没、73歳。高良
山の北麓北野村（現、三井郡北野町）にて病死。 

高橋紹運、岩屋城（現太宰府市）にて玉砕（39歳）

9月統虎、島津追討の功で筑後4郡13万2千石余 
（内弟統増「直次」の三池郡1万8千石余を含む）
を賜り大名として柳川へ移城となる。
統虎、宗茂と改名。 

6月15日、誾千代と立花家中は柳川へ向けて出立。
6月17日、柳河城へ入城。

朝鮮の役。宗茂は2千3百50人の兵を率いて渡海。
3月宗茂、肥前名護屋着船。18日釜山に上陸。 

永禄

　

元亀

天正

文禄

1567

1569

1571

1575

1578

1581

1585

1586

1587

1588

1592

10

12

2

3

6

9

13

14

15

16

1

1

3

5

9

12

15

19

20

21

22

26

主　な　年　譜

年　次 　西暦　　 　　　　　　   内　　　　　　　容宗茂
年齢

しげたね

あきつら

むねとら
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６月宗茂は秀吉の命により帰国。 10月伏見の秀
吉のもとに誾千代を伴い挨拶上洛。 聚楽第に部
屋を与えられ短い期間を二人で過ごす。 宗茂、 
八千姫と出遭う。 誾千代は柳河城郊外の宮永村
に作った館に住み「宮永様」と呼ばれる。
 （1599説あり）（誾千代26歳）

再び征韓の役起こる。 宗茂、2千6百7人を率いて
出征する。 翌年、 秀吉が世を去ると引き上げた。 

12月。 宗茂、 将兵と共に柳川に帰還32歳。

関ヶ原の戦いがおこると宗茂西軍へ。 誾千代、 
東軍へつくよう説得するが叶わず。 11月11日
柳川城開城。 宗茂は肥後高瀬に、 誾千代は腹赤
村にお預け32歳。

田中吉政柳河入城

３月。宗茂、京都に旅する。（大名復帰のための運動）
夏、 誾千代病症に臥し10月17日没 34歳。 
法名:光照院殿泉譽良清大禅定尼

宗茂奥州棚倉に1万石賜る。

誾千代の母、 宝樹院は肥後で死去。

宗茂、 再び柳川に返り咲くと良清寺を建て誾千
代の菩提を弔う。

後室八千姫死去（瑞松院）

側室長泉院死去

宗茂、 江戸下谷の柳川藩邸にて没す。
江戸下谷広徳寺に埋葬  大円院松蔭宗茂大居士。
大正12年関東大震災後遺骨が福厳寺に改葬される。

熊本県腹赤、ぼたもちさん建立。

文禄

慶長

元和

寛永

天保

1594

1597

1598

1600

1601

1602

1606

1616

1620

1624

1633

1642

1835

3

2

3

5

6

7

11

2

6

10

10

19

6

28

31

32

34

35

36

40

50

54

58

67

76

年　次 　西暦　　 　　　　　　   内　　　　　　　容宗茂
年齢
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