
　　

江
戸
時
代
に
は
、
現
在
の
久
留
米
市
役

所
の
東
方
2
0
0
メ
ー
ト
ル
に
高
札
場
が

置
か
れ
、
そ
の
場
所
を
「
札
ノ
辻
」
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
久
留
米
城
外
郭

の
南
東
部
、
当
時
の
片
原
町
と
三
本
松
町

と
が
交
わ
る
重
要
な
場
所
で
、
人
々
の
往

来
が
多
い
場
所
に
高
札
場
を
設
置
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

関
ケ
原
の
戦
い
の
功
に
よ
り
筑
後
一
国

を
拝
領
し
た
田
中
吉
政
が
柳
川
城
に
入
る

と
、
支
城
の
ひ
と
つ
で
あ
る
久
留
米
城
と

を
結
ぶ
道
路
を
整
備
し
ま
す
。
こ
の
札
ノ

辻
を
起
点
と
し
て
柳
川
往
還
が
整
備
さ
れ

た
の
は
、
慶
長
8
年
（
１
６
０
3
）
の
こ

と
で
し
た
。
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江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
道
路
が

               
今
も
使
わ
れ
て
い
る
！

城
下
か
ら
延
び
る

　
　
　
主
要
街
道
を
行
く

　
　
　

留
米
地
域
は
広
大
な
筑
紫
平
野
と
筑
後
川
の
豊
か
な
水
に
恵
ま

　
　
　

れ
、
古
代
よ
り
政
治
・
経
済
・
文
化
・
交
通
の
要
衝
と
し
て
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
道
が
で
き
る
と
人
や
モ
ノ
が
行
き
交
い
、
や
が
て

ム
ラ
や
都
市
の
発
展
に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
久
留
米
城
下
か
ら
藩
内
の
町
・
村
や
、
他
国
と
を
結

ぶ
主
要
街
道
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
交
通
網
は
現
在
で
も
幹
道
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

久

　

か
つ
て
の
旧
西
分
館
（
日
吉
町
）
の
建

物
前
に
は
、
現
在
の
道
路
筋
と
少
し
方
向

を
異
に
す
る
縁
石
が
長
さ
12
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
に
わ
た
っ
て
敷
か
れ
て
お
り
、
こ
の
縁

石
が
柳
川
往
還
の
名
残
で
す
。
ま
た
南
側

の
三
本
松
公
園
を
整
備
す
る
際
の
発
掘
調

査
で
は
、江
戸
時
代
の
道
路
跡
も
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
柳
川
往
還
は
本
町
7
丁
目
か

ら
西
へ
折
れ
て
直
進
し
、
駆
け
込
み
寺
で

も
あ
っ
た
池
青
寺
の
前
を
通
っ
て
二
ツ
橋

を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
久
留
米
藩
の
刑
場
が

あ
り
ま
し
た
。

　

札
ノ
辻
か
ら
一
里
（
約
４
キ
ロ
）
に
あ

た
る
安
武
町
に
は
「
目
安
町
の
一
里
塚
」

１
柳
川
往
還

江
戸
時
代
の
道
筋
が
今
も
残
っ
て
い
る
!?

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
「
道
」。

今
回
は
、
そ
こ
に
あ
る
久
留
米
藩
時
代
の

名
残
を
辿
り
ま
す
。

久留米藩領図屏風（久留米市教育委員会蔵）久留米藩領図屏風（久留米市教育委員会蔵）

札ノ辻の標柱札ノ辻の標柱

二ツ橋（手前が男橋、奥が女橋）二ツ橋（手前が男橋、奥が女橋）

目安町の一里塚（久留米市指定史跡）目安町の一里塚（久留米市指定史跡）

こ
う
さ
つ
ば

お
う
み
の
く
に
お
お
つ

ふ
だ
の
つ
じ

ふ
ち
い
し

ち
せ
い
じ



　

筑
後
川
に
は
江
戸
時
代
に
は
50
か
所
ほ

ど
の
船
渡
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中

で
も
南
九
州
の
諸
大
名
も
参
勤
交
代
に
使

用
し
た
、
最
も
重
要
な
船
渡
し
で
も
あ
り

ま
し
た
。

・
府
中
宿

　

江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
宿
場
の
一
つ

で
、
高
良
社
の
門
前
町
で
も
あ
っ
た
高
良

山
の
麓
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
参
勤
交
代

の
大
名
が
休
憩
や
宿
泊
す
る
た
め
の
本
陣

が
設
け
ら
れ
た
他
、
旅
人
が
宿
泊
す
る
た

め
の
木
賃
宿
や
旅
籠
、
さ
ら
に
荷
物
を
運

ぶ
人
足
や
宿
場
間
を
移
動
す
る
馬
の
手
配

も
す
る
な
ど
、
多
く
の
人
が
行
き
交
い
、

物
流
の
拠
点
と
し
て
も
賑
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
現
在
は
地
域
の
手
に
よ
り
、
江
戸
時

代
の
屋
号
を
記
し
た
立
て
看
板
も
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
薩
摩
街
道
は
府
中
宿
の
南

端
で
柳
川
往
還
と
別
れ
て
南
下
し
、
浦
山

丘
陵
を
越
え
て
二
軒
茶
屋
へ
、
さ
ら
に
高

良
台
丘
陵
を
経
て
国
道
２
０
９
号
に
到
達
。

そ
の
ま
ま
南
下
し
て
羽
犬
塚
へ
至
る
ま
で

は
、
概
ね
国
道
と
ル
ー
ト
が
一
致
し
て
い

ま
す
。

　

西
鉄
天
神
大
牟
田
線
の
安
武
駅
か
ら
南

西
へ
２
５
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
県
道
沿
い

に
一
本
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
現
在

の
も
の
は
昭
和
61
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の

で
す
が
、「
右
高
良
山
ふ
ち
う
通
り　

ひ
た

こ
く
ら
」「
左
く
る
め
」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、

右
に
進
む
と
府
中
（
御
井
町
）
を
経
て
日
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２
薩
摩
街
道
（
坊
津
街
道
）

３
府
中
道

田
や
小
倉
方
面
へ
、
こ
の
ま
ま
県
道
を
直

進
す
れ
ば
久
留
米
城
下
へ
と
向
か
う
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
分
岐
し

て
高
良
山
方
面
に
向
か
う
道
を
府
中
道
と

い
い
、
今
で
い
え
ば
バ
イ
パ
ス
の
役
目
も

果
た
し
て
い
ま
し
た
。

　

府
中
道
は
安
武
町
の
追
分
か
ら
津
福
今

町
を
経
て
南
町
、
国
分
町
を
抜
け
、
一
部

は
学
校
や
陸
上
自
衛
隊
久
留
米
駐
屯
地
な

ど
に
よ
り
寸
断
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
御
井

町
の
矢
取
で
薩
摩
街
道
に
連
絡
し
て
府
中

へ
と
至
り
ま
す
。

　　

長
崎
街
道
と
の
分
岐
点
で
あ
る
山
家
宿

（
筑
紫
野
市
）
を
起
点
と
し
、
久
留
米
藩
領

か
ら
熊
本
を
経
由
し
て
鹿
児
島
城
下
へ
と

九
州
を
縦
断
す
る
街
道
で
す
。
街
道
の
名

称
は
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
肥

後
大
道
も
し
く
は
肥
後
街
道
、
ま
た
鹿
児

島
城
下
か
ら
さ
ら
に
南
西
の
坊
津
（
南
さ

つ
ま
市
）
ま
で
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
坊

津
街
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

久
留
米
藩
と
福
岡
藩
と
の
境
に
は
、
高

さ
３
メ
ー
ト
ル
余
り
の
筑
前
・
筑
後
国
境

石
が
建
っ
て
い
ま
す
。
当
初
は
久
留
米
か

ら
筑
後
川
を
渡
っ
て
本
郷
村
（
大
刀
洗
町
）

を
経
由
し
、
秋
月
を
抜
け
て
小
倉
へ
と
通

じ
て
い
ま
し
た
が
、
松
崎
支
藩
を
領
し
た

有
馬
豊
範
に
よ
り
延
宝
６
年
（
１
６
７
８
）

に
松
崎
街
道
が
整
備
さ
れ
て
以
降
、
こ
の

道
が
長
崎
街
道
と
な
り
ま
し
た
。

　

久
留
米
藩
領
で
は
松
崎
（
小
郡
市
）
〜

府
中
〜
羽
犬
塚
（
筑
後
市
）
の
３
宿
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
松
崎
か
ら
府
中
へ
向
か

う
途
中
に
は
古
飯
や
平
方
な
ど
、
農
村
部

に
商
工
業
者
な
ど
が
集
ま
っ
て
形
成
さ
れ

た
在
郷
町
や
、
下
岩
田
や
八
丁
島
な
ど
に

は
一
里
塚
の
痕
跡
も
見
ら
れ
ま
す
。
参
府

街
道
（
後
述
）
と
の
分
岐
に
あ
た
る
古
賀

茶
屋
か
ら
神
代
の
渡
し
に
よ
っ
て
筑
後
川

を
渡
り
、府
中
（
御
井
町
）
へ
と
至
り
ま
す
。

・
神
代
の
渡
し

　

筑
後
川
に
設
け
ら
れ
た
渡
し
の
一
つ
で
、

す
で
に
13
世
紀
後
半
の
蒙
古
襲
来
に
際
し
、

筑
後
川
に
船
を
並
べ
て
そ
の
上
に
板
を
渡

し
て
浮
橋
を
作
っ
て
渡
っ
た
と
い
う
記
録

も
残
っ
て
い
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。
一
里
塚
は
そ
の
名
の
と
お

り
、
一
里
ご
と
に
築
か
れ
た
小
高
い
塚
で
、

旅
人
に
と
っ
て
は
距
離
の
目
安
で
あ
り
、

木
陰
が
休
憩
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
か

つ
て
は
道
の
両
側
に
塚
が
あ
り
ま
し
た
が
、

県
道
の
拡
幅
に
よ
り
、
東
側
の
塚
は
現
存

せ
ず
、
西
側
の
み
塚
の
高
ま
り
と
榎
の
根

元
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

柳
川
と
久
留
米
を
結
ん
だ
道
路
の
大
部

分
は
、
県
道
久
留
米
柳
川
線
と
し
て
西
鉄

天
神
大
牟
田
線
に
並
行
し
て
現
在
も
走
っ

て
お
り
、
往
還
や
追
分
と
い
っ
た
字
名
も

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

国境石
（小郡市・筑紫野市）
国境石
（小郡市・筑紫野市）

光行土居（小郡市）光行土居（小郡市）

神代の渡し神代の渡し

府中宿の大鍋屋府中宿の大鍋屋

府中本陣跡
( 御井小学校 )
府中本陣跡
( 御井小学校 )

追分石追分石

国分町から御井町付近の府中道国分町から御井町付近の府中道

え
の
き

みつやす

や
ま
え

ぼ
う
の
つ

と
よ
の
り

ひ
ら
か
た

ふ
る
え

ざ
い
ご
う
ま
ち

さ
ん
ぷ

く
ま
し
ろ

も
う
こ
し
ゅ
う
ら
い

う
き
は
し

は
た
ご

に
ん
そ
く

お
う
か
ん

お
い
わ
け

も
ん
ぜ
ん
ま
ち

き
ち
ん
や
ど



４
参
府
街
道

　

　

田
主
丸
町
は
、
日
田
街
道
中
道
往
還
沿

い
に
、
農
村
が
発
達
し
た
在
郷
町
で
す
。

街
並
み
は
、
街
道
に
対
し
て
間
口
が
狭
く

奥
に
長
い
短
冊
形
の
細
長
い
地
割
り
が
見

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
街
道
と
並
行
し
て
雲

雀
川
が
流
れ
、
こ
の
用
水
を
利
用
し
て
、

久
留
米
藩
有
数
の
豪
商
「
手
津
屋
」
は
、

巨
瀬
川
、
筑
後
川
を
下
り
、
大
阪
ま
で
の

輸
送
路
を
確
立
し
、
廻
船
に
よ
る
活
発
な

経
済
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
田
主

丸
町
は
、酒
、醤
油
等
の
醸
造
業
や
呉
服
商
、

製
蝋
業
な
ど
様
々
な
商
家
が
軒
を
連
ね
、

周
辺
地
域
の
産
業
・
経
済
の
中
心
地
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
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５
日
田
街
道
（
豊
後
街
道
）

　
　
　
　
　
　
　 

中
道

府
中
道

　

前
項
の
追
分
か
ら
中
道
と
分
岐
し
、
そ

の
ま
ま
山
川
の
街
中
を
東
に
進
み
、
草
野

町
を
経
由
し
て
浮
羽
・
日
田
方
面
へ
向
か

う
街
道
を
山
辺
道
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ

の
道
は
概
ね
現
在
の
県
道
浮
羽
草
野
久
留

米
線
と
同
じ
ル
ー
ト
で
す
。

　

久
留
米
藩
領
は
筑
後
国
８
郡
を
有
し
て

い
ま
し
た
が
、
山
辺
道
に
は
、
御
井
郡
と

山
本
郡
の
郡
界
を
記
し
た
郡
界
標
と
呼
ば

れ
る
標
石
が
建
っ
て
い
ま
す
。

切
り
、
そ
の
ま
ま
直
進
す
る
と
思
案
橋
に

行
き
つ
き
、
正
面
に
は
天
保
14
年
（
１
８

４
３
）
に
建
て
ら
れ
た
標
柱
が
残
っ
て
い

ま
す
。
左
に
行
く
と
肥
前
街
道
、
右
は
旧

筑
前
街
道
で
、
当
時
の
人
々
も
文
字
ど
お

り
、
ど
ち
ら
に
行
こ
う
か
思
案
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

　　

江
戸
時
代
の
九
州
統
治
拠
点
で
あ
る
永

山
府
政
所（
日
田
代
官
所
：
大
分
県
日
田
市
）

か
ら
各
地
に
向
け
て
延
び
る
街
道
が
日
田

街
道
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。府
中（
御
井
町
）

か
ら
高
良
山
の
麓
を
東
に
進
み
、追
分
（
山

川
町
）
で
分
岐
し
平
野
部
で
あ
る
善
導
寺
、

田
主
丸
の
街
並
み
を
通
る
道
を
「
中
道
」

と
呼
び
ま
す
。

　

南
北
朝
時
代
の
大
保
原
合
戦
の
戦
死
者

を
埋
葬
し
た
塚
と
伝
わ
る
太
郎
原
一
本
杉

の
前
か
ら
木
塚
（
善
導
寺
町
）
に
か
け
て
、

中
道
往
還
の
雰
囲
気
が
残
る
場
所
が
見
ら

れ
ま
す
。
筑
後
川
の
支
流
で
あ
る
巨
瀬
川

に
は
、石
浦
大
橋
が
元
禄
11
年（
１
６
９
８
）

に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
橋
が
大
橋

町
の
名
前
の
由
来
に
な
り
、
現
在
で
も
、

お
お
は
し
歴
史
公
園
内
に
移
築
復
元
さ
れ
、

往
時
を
偲
ば
せ
ま
す
。

　

大
名
が
参
勤
交
代
な
ど
に
利
用
し
た
街

道
を
参
府
街
道
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
城
を

出
た
一
行
は
通
町
筋
を
当
時
の
城
下
町
に

沿
っ
て
東
へ
進
み
、
通
外
町
か
ら
筑
後
川

に
向
か
っ
て
北
上
。
筑
後
川
の
宮
地
の
渡

し
を
経
て
宮
ノ
陣
に
至
り
、
国
分
寺
の
北

側
を
通
っ
た
後
は
西
鉄
甘
木
線
に
沿
う
よ

う
に
進
ん
で
、
古
賀
茶
屋
で
薩
摩
街
道
と

合
流
し
ま
し
た
。

　

ま
た
宮
地
の
渡
し
か
ら
西
に
折
れ
て
、

宮
ノ
陣
神
社
の
西
側
を
通
る
一
直
線
の
道

が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
西
鉄
天
神
大
牟

田
線
に
並
行
し
て
走
る
道
路
や
踏
切
を
横

６
日
田
街
道
（
豊
後
街
道
）

　
　
　
　
　 
　
山
辺
道

宮地の渡し宮地の渡し

八丁島付近の参府街道八丁島付近の参府街道 宮ノ陣神社の横の旧筑前街道宮ノ陣神社の横の旧筑前街道

思案橋付近に建つ標柱思案橋付近に建つ標柱

中道と山辺道が分岐する追分に立つ漱石の句碑中道と山辺道が分岐する追分に立つ漱石の句碑

石浦大橋（福岡県指定有形文化財）石浦大橋（福岡県指定有形文化財）

善導寺町木塚付近の街道善導寺町木塚付近の街道

在郷町の田主丸の街並み在郷町の田主丸の街並み

郡界標（久留米市指定有形文化財）郡界標（久留米市指定有形文化財）

さ
ん
ぷ

み
や
じ

し
あ
ん

た
ん
ざ
く

ひ

ば
り

て　

つ　

や

か
い
せ
ん



　　　

道
を
作
る
き
っ
か
け
は
集
落
間
の
往
来

や
時
間
短
縮
の
た
め
の
バ
イ
パ
ス
工
事
、

あ
る
い
は
軍
事
目
的
な
ど
様
々
で
す
。
道

を
整
備
す
る
こ
と
は
尋
常
で
は
な
い
労
働

力
が
必
要
で
、
決
し
て
平
坦
な
道
の
り
で

は
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

舗
装
さ
れ
て
い
な
い
農
道
で
も
、
轍
の

よ
う
に
踏
み
し
め
ら
れ
た
場
所
に
は
雑
草

は
生
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
苦
労
し
て
作
っ

た
道
も
必
要
が
な
く
な
れ
ば
放
置
さ
れ
、

や
が
て
雑
草
が
生
い
茂
り
、
つ
い
に
は
道

の
存
在
す
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

一
方
で
、
ず
い
ぶ
ん
昔
に
作
ら
れ
た
道
が
、

今
で
も
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
て
い

る
事
例
は
決
し
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

近
所
の
道
を
も
う
一
度
、
見
直
し
て
み
ま

せ
ん
か
。
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表
面
に
は
「
東
山
本
郡
・
西
御
井
郡
分

界
」、
裏
面
に
元
禄
８
年
（
１
６
９
５
）
の

銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
在
郷
町
で

も
あ
る
草
野
に
は
、
構
え
口
や
寺
社
、
旧

家
な
ど
、
往
時
の
面
影
を
偲
ぶ
街
並
み
が

よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。

令和 3 年 7 月 1 日　

◆発行／久留米市教育委員会　

◆問合せ／久留米市市民文化部文化財保護課
                     TEL：0942（30）9322
                     FAX：0942（30）9714
                     E-mail：bunkazai@city.kurume.fukuoka.jp

７
移
り
変
わ
っ
た
道

受
け
継
が
れ
る
道

草野町の鹿毛家住宅
（福岡県指定有形文化財）
草野町の鹿毛家住宅

（福岡県指定有形文化財）
　　　　田主丸の石垣神社
財政難を理由とする人別銀（人頭税）の
導入に反発した、宝暦４年（1754）の一
揆では、石垣神社に３万人もの群衆が集
まったという。

　　　　田主丸の石垣神社
財政難を理由とする人別銀（人頭税）の
導入に反発した、宝暦４年（1754）の一
揆では、石垣神社に３万人もの群衆が集
まったという。

筑後国絵図≪部分≫（久留米市史　第 2巻より）筑後国絵図≪部分≫（久留米市史　第 2巻より）

か
ま

く
ち

わ
だ
ち


