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南
区
野の

間ま

・
若わ

か

久ひ
さ

と
言
え
ば
、「
野
間
四
ツ
角
」
の
名

で
親
し
ま
れ
る
交
差
点
、
そ
こ
を
通
る
大お
お

池い
け

通
り
や
分
岐

す
る
若
久
通
り
（
県
道
六
〇
二
号
線
）
と
い
っ
た
幹
線
道

路
に
沿
っ
て
、
多
く
の
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
に
ぎ
わ
い
、
あ

る
い
は
西
鉄
天
神
大
牟
田
線
の
高た
か

宮み
や

駅
や
大お

お

橋は
し

駅
の
近
く

に
あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が
暮
ら
す
ま
ち
、
こ
う
し
た

こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
地
域
を
含
む
筑ち
く

紫し

郡
八や

幡は
た

村
（
明
治
二
十
二

〈
一
八
八
九
〉
年
に
野
間
・
若
久
・
高
宮
・
平ひ
ら

尾お

・
屋や

形か
た

原ば
る

村
が
合
併
し
、
那な

珂か

郡
の
一
部
と
し
て
成
立
。
同
二
十
九
年

か
ら
筑
紫
郡
）
が
福
岡
市
と
合
併
し
た
の
は
、
大
正
十
五

年
（
一
九
二
六
）
年
四
月
の
こ
と
。
実
は
そ
の
頃
、
こ
こ

は
福
岡
の
山
で
し
た
。

野
間
・
若
久
は
福
岡
藩
の
御
山

　
江
戸
時
代
、
福
岡
藩
は
自
然
災
害
を
防
い
だ
り
、
木
材

や
燃
料
を
確
保
し
た
り
す
る
た
め
に
、
領
内
の
山
々
を

「
御お

山や
ま

」
と
し
て
、
そ
の
保
全
に
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。

御
山
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
藩

が
直
接
管
理
す
る
山
の
ほ
か
に
も
、
武
士
や
農
民
に
草
・

枝
の
伐
採
・
使
用
を
許
す
代
わ
り
に
、
木
々
を
育
て
さ
せ

る
「
預
か
り
山
」
な
ど
を
設
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

村
や
農
民
個
人
に
薪
や
肥
料
と
し
て
山
の
雑
木
・
草
を
使

う
こ
と
を
認
め
る
「
野の

山や
ま

（
草く
さ

山や
ま

）」「
古ふ

る

野の

山や
ま

」、
証
文

に
よ
っ
て
専
有
を
許
す
「
証
し
よ
う

文も
ん

山や
ま

（
証
し
よ
う

拠こ

山や
ま

）」
な
ど
も

あ
り
ま
し
た
。「
那
珂
郡
御
山
帳
」
に
よ
る
と
、
野
間
・

若
久
に
は
、
こ
う
し
た
御
山
が
数
多
く
置
か
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
（
写
真

）。

　

ま
た
、
家
臣
が
大
名
か
ら
山
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
知ち

行ぎ
よ
う

地
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
こ
の
山

を
、「
拝は
い

領り
よ
う

山や
ま

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
野
間

村
で
は
、
沢さ
わ

木き

七し
ち

郎ろ
う

兵べ

衛え

・
岸き

し

田だ

瀬せ

兵べ

衛え

（
大お
お

組ぐ
み

）
が
計

八
〇
〇
〇
坪
を
、
若
久
村
で
は
、
こ
の
沢
木
・
岸
田
に
加

え
て
、
斎さ
い

藤と
う

正ま
さ

右え衛
門も

ん

・
水み

ず

野の

喜き

右え衛
門も

ん
（
大
組
）、
三み

宅や
け

和わ

兵へ

衛え

（
馬う
ま

廻ま
わ
り

組ぐ
み

）、
野の

上が
み

作さ
く

大だ

夫ゆ
う

（
城
じ
よ
う

代だ
い

組ぐ
み

）
が
計

二
万
九
〇
〇
〇
坪
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
国
立
公
文
書

館
蔵
「
拝
領
立
山
根
帳
」。
江
戸
時
代
中
期
頃
）。
こ
の
う
ち
、

斎
藤
・
野
上
の
山
は
「
し
ん
か
い
（
新
開
）」、
三
宅
の
山

は
「
原
田
山
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
か
ら
現
在

の
若
久
三
丁
目
や
六
丁
目
辺
り
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

野
間
村
と
若
久
村
と
で
は
、
山
の
種
類
に
違
い
も
見
ら

文＝市史編さん室

福
岡
藩
の
御
山
が
︑
そ
の
後

た
ど
っ
た
歴
史
と
は
︒

文
化
村
︑
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
︑

早
く
か
ら
福
岡
市
の
住
宅
地

と
し
て
︑
人
々
を
魅
了
し
た

山
々
︒
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れ
ま
す
。『
福
岡
県
地
理
全
誌
』（
明
治
初
年
作
成
）
に
よ

れ
ば
、
野
間
村
に
は
証
文
山
・
預
か
り
山
、
野
間
八
幡
宮

の
社し
や

山や
ま

、
光こ

う

行ぎ
よ
う

寺じ

の
寺て

ら

山や
ま

が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
の
若

久
村
に
は
、
証
文
山
・
預
か
り
山
・
草
山
、
若
久
住
吉
神

社
の
社
山
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
拝
領
山
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
福
岡
藩
は
、
若
久
村
の
山
々
を
、

家
臣
た
ち
に
与
え
る
知
行
地
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た

よ
う
で
す
。
野
間
・
若
久
は
、
江
戸
時
代
の
福
岡
の
人
々

に
と
っ
て
、
生
活
に
不
可
欠
な
御
山
が
つ
ら
な
る
場
所

だ
っ
た
の
で
す
。

御
山
か
ら
国
有
林
に
︑
そ
し
て
民
有
へ

　

や
が
て
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
野
間
・
若
久
の
御
山
に

変
化
が
訪
れ
ま
す
。
山
を
含
む
す
べ
て
の
土
地
は
、
各
藩

か
ら
朝
廷
に
返
還
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
村
が
持
っ
て
い
た

り
、
利
用
し
た
り
し
て
き
た
山
の
一
部
は
、
個
人
へ
と
払

い
下
げ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
国
有
林
で
あ
っ
て

も
、
木
が
生
え
て
い
な
い
場
合
は
、
宅
地
と
し
て
貸
し
出

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（
明
治
十
二
年
「
県
達
乙
第

九
十
二
号
」）。

　

か
つ
て
の
山
の
所
有
者
へ
差
し
戻
す
に
あ
た
っ
て
は
、

地
税
を
納
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
よ
う
で
す
（
国
立
公

文
書
館
蔵
「
山
林
留
書
」）。
な
か
で
も
旧
家
臣
た
ち
は
、

元
拝
領
山
の
払
い
下
げ
を
求
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

拝
領
山
が
つ
ら
な
っ
て
い
た
若
久
村
で
も
、「
御お

畠ば
た

山や
ま

」

二
万
七
〇
〇
〇
坪
が
（
現 

若
久
五
丁
目
一
帯
か
）、
明
治
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十
六
年
に
元
福
岡
藩
士
の
桐き

り

山や
ま

運め
ぐ
るへ
下
げ
渡
さ
れ
て
い

ま
す
（
国
立
公
文
書
館
蔵
「
拝
領
山
・
証
文
山
事
蹟
留
」）。

　

明
治
三
十
二
年
に
な
る
と
、
政
府
は
全
国
規
模
で
山
林

の
整
備
や
伐
採
を
お
こ
な
う
た
め
に
特
別
経
営
事
業
を
始

め
、
そ
の
な
か
で
国
有
の
山
林
を
売
却
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
、
現
在
の
福
岡
市
域
の
国
有
山
林
は
数
を
減
ら

し
て
い
き
ま
し
た
。

山
裾
の
美
し
い
ま
ち
︑
野
間
の
「
文
化
村
」

　
大
正
時
代
に
な
っ
て
、
都
市
で
働
く
人
が
増
え
る
と
、

家
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
正
十
年
、
国
が

住
宅
組
合
法
を
つ
く
り
、
収
入
が
少
な
く
て
も
、
互
助

的
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
家
を
手
に
入
れ
や
す
く
す
る
と
、

人
々
の
間
に
家
を
建
て
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。
民
有
と
な
っ
た
野
間
の
山
も
、
そ
の
舞
台
の

一
つ
で
す
。

　

福
岡
県
庁
に
勤
め
る
山や
ま

内う
ち

修し
ゆ
う

一い
ち

は
十
数
名
の
有
志
と

と
も
に
、
住
宅
建
設
を
目
的
に
「
共
同
組
」
を
つ
く
り
ま

し
た
。
山
内
ら
は
、
白
水
憲
夫
（
八
幡
村
の
村
会
議
員
）

を
中
心
と
し
た
野
間
の
有
志
の
熱
心
な
誘
致
を
受
け
、
野

間
の
山
裾
の
田
畑
（
字
野の

添ぞ
え
・
畠
は
た
け

田だ

一
帯
、
約
四
五
〇
〇
坪
）

を
購
入
し
ま
し
た
。
山
内
ら
は
、
こ
こ
を
住
宅
建
設
に
ふ

さ
わ
し
い
土
地
に
す
る
た
め
に
、
周
辺
の
土
地
を
購
入
し

た
人
々
も
勧
誘
し
て
「
野
間
第
二
耕
地
整
理
組
合
」
を
つ

く
り
、
造
成
に
着
手
し
ま
す
。
ま
た
、
計
画
地
は
若
久
川

に
面
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
入
口
に
は
、
地
元
の
大
神
助
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吉
に
よ
り
橋
が
架
け
ら
れ
、「
文
化
橋
」
と
命
名
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
名
は
、
山
内
ら
が
計
画
し
た
住
宅
が
、
当
時

珍
し
か
っ
た
洋
風
設
計
や
電
化
住
宅
な
ど
を
取
り
入
れ
た

「
文
化
住
宅
」
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
聞
が
こ
こ
を
「
文

化
村
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
す
。

　

土
地
の
造
成
が
終
わ
る
と
、
山
内
ら
は
「
野
間
住
宅
組

合
」
を
結
成
し
、
い
よ
い
よ
組
合
員
の
家
を
建
て
始
め
ま

す
。
三さ
ん

条じ
よ
う

栄え
い

三ざ
ぶ

郎ろ
う

（
福
岡
県
庁
の
建
築
技
師
。
住
人
の
一

人
で
も
あ
っ
た
）
の
設
計
案
を
も
と
に
、
間
取
り
は
広
さ

に
よ
っ
て
三
タ
イ
プ
と
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
一
番
広
い

タ
イ
プ
は
、
急
勾
配
の
赤
い
屋
根
が
映
え
る
ロ
ッ
ジ
の
よ

う
な
洋
風
建
築
で
し
た
。
ほ
か
の
二
タ
イ
プ
も
、
和
風
住

宅
な
が
ら
モ
ダ
ン
な
赤
い
屋
根
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
山
裾
の
美
し
い
建
物
は
、
人
々
の
目
を
ひ
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
一
連
の
計
画
は
、
都
市
で
働
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ら

に
ふ
さ
わ
し
い
、
衛
生
的
で
文
化
的
な
暮
ら
し
を
目
指
し

て
、
周
辺
の
住
環
境
に
気
を
配
っ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
庭
に
多
く
の
木
を
植
え
る
こ
と
、
塀
を

生
け
垣
に
す
る
こ
と
、
畑
地
で
は
果
物
を
栽
培
す
る
こ

と
、
街
路
に
吉
野
桜
を
多
く
植
え
て
風
光
美
観
を
極
め
る

こ
と
な
ど
の
決
ま
り
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
ま
ち
を
訪
れ

る
人
々
を
も
意
識
し
た
こ
の
取
り
組
み
は
、
現
在
の
景
観

重
視
の
ま
ち
づ
く
り
を
先
取
り
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

大
正
十
三
年
、
各
住
宅
が
完
成
し
、
野
間
の
山
裾
に
先

進
的
で
美
し
い
ま
ち
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
の
工
事

が
完
了
し
た
こ
と
を
機
に
、
住
民
か
ら
新
し
い
ま
ち
に
は

新
し
い
名
前
が
必
要
と
の
声
が
上
が
る
と
、
住
民
の
楢な
ら

崎さ
き

広ひ
ろ

之の

助す
け

の
発
案
に
よ
り
、
こ
の
地
は
「
多た

賀が

」
と
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
文
化
村
」
を
早
い
例
と
し
て
、
野

間
・
若
久
の
山
々
は
、
段
階
的
に
住
宅
街
へ
と
変
貌
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戦
争
中
に
お
こ
な
わ
れ
た
山
の
開
発
・
分
譲

　

大
正
末
か
ら
昭
和
十
年
代
は
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の

大
都
市
を
中
心
に
、
郊
外
の
住
宅
地
開
発
が
積
極
的
に

進
め
ら
れ
た
時
期
で
し
た
。
福
岡
市
で
も
昭
和
十
三

（
一
九
三
八
）
年
頃
か
ら
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
よ
る
土
地

の
開
発
や
分
譲
販
売
が
活
発
化
し
ま
す
。
そ
の
盛
ん
な
動

き
は
、
当
時
の
福
岡
の
新
聞
・
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
「
高

級
住
宅
地
」「
別
荘
地
」
な
ど
の
販
売
広
告
に
よ
く
表
れ

て
お
り
、
あ
わ
せ
て
う
た
わ
れ
た
「
投
資
」「
国
債
」「
銃

後
」「
新
体
制
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
当
時
の
世
相
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。

　

こ
の
頃
の
分
譲
地
を
見
て
い
く
と
、「
高
宮
」
の
名
が

多
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
（
昭
和
十
三
～
二
十
年
の
間
で
市

内
の
約
六
〇
ヵ
所
の
う
ち
約
五
分
の
一
）。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
「
高
宮
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
在
の

野
間
・
若
久
の
丘
陵
地
な
の
で
す
。
こ
の
地
域
の
山
が
、

郊
外
の
住
宅
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
評
価
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

背
景
に
は
、
九
州
鉄
道
（
大
正
十
三
年
開
業
。
現 

西
鉄
天
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こ
の
地
域
で
は
小
学
校
の
新
設
が
続
き
ま
し
た
。
昭
和

三
十
二
年
、
若
久
の
山
の
上
に
、
市
立
若
久
小
学
校
が
開

校
し
ま
す
。
山
を
切
り
拓
い
て
建
て
た
た
め
、
授
業
が
始

ま
っ
て
か
ら
も
大
が
か
り
な
土
地
造
成
や
校
舎
の
建
設
が

続
き
、
当
時
は
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
（『
西

日
本
新
聞
』
昭
和
三
十
二
年
九
月
五
日
、『
若
久
小
学
校
創
立

三
〇
周
年
記
念
誌
』）。

　

さ
ら
に
昭
和
三
十
九
年
、
丘
陵
を
造
成
し
て
建
て
ら
れ

た
市
営
若
久
団
地
へ
の
入
居
が
始
ま
る
と
、
若
久
地
域
の

人
口
は
わ
ず
か
一
年
で
、
三
〇
〇
〇
人
以
上
も
増
え
ま
し

た
（『
福
岡
市
統
計
書 

昭
和
四
十
年
版
』）。
当
初
、
若
久
団

地
の
子
ど
も
た
ち
は
、
若
久
小
学
校
と
三み

宅や
け

小
学
校
と
に

分
か
れ
て
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
四
年
、
若
久

団
地
の
そ
ば
に
新
し
く
筑ち
く

紫し
が

丘お
か

小
学
校
が
開
校
す
る
に
至

り
ま
し
た
。

水
の
底
か
ら
見
つ
か
っ
た
「
山
の
神
さ
ま
」

　
昭
和
五
十
三
年
に
は
、
若
久
小
学
校
と
花は

な

畑は
た

小
学
校
の

一
部
を
分
割
し
て
、
東
若
久
小
学
校
が
誕
生
し
ま
し
た
。

建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
若
久
財
産
区
や
個
人
が
、
八は
ち

良ら

ヶが

浦う
ら

池い
け

の
北
側
部
分
と
池
の
隣
接
地
を
提
供
し
ま
し
た
が
、

池
を
埋
め
立
て
る
と
き
に
、
水
の
底
か
ら
お
地
蔵
さ
ま
が

見
つ
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ま
は
、
東
若
久
小
学
校
の
す
ぐ

西
の
石
段
を
の
ぼ
っ
た
先
、
ち
ょ
う
ど
小
学
校
を
見
下
ろ

す
よ
う
な
場
所
に
安
置
さ
れ
、「
山
の
神
さ
ま
」
と
呼
ば

神
大
牟
田
線
）
や
バ
ス
に
よ
り
、
福
岡
市
中
心
部
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
良
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
高

宮
・
野
間
の
区
画
整
理
事
業
（
昭
和
五
～
九
年
）、
若
久
川

沿
い
か
ら
屋
形
原
に
続
く
「
六ろ
つ

間け
ん

道
路
」
の
開
通
な
ど
、

ま
ち
の
新
し
さ
も
後
押
し
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
は
、
そ
の
売
り
文
句
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
健
康
志
向

が
、
き
れ
い
な
空
気
と
水
、
静
か
な
住
環
境
を
持
つ
場
所

と
し
て
、
野
間
・
若
久
の
魅
力
を
高
め
た
よ
う
で
す
。

　

戦
局
の
悪
化
に
つ
れ
、
分
譲
地
の
販
売
は
減
少
し
て
い

き
ま
し
た
が
、
意
外
に
も
戦
争
中
の
ご
く
短
い
時
期
に
、

は
や
ば
や
と
野
間
・
若
久
の
山
々
は
、
そ
の
姿
を
ま
ち
へ

と
変
え
始
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

見
え
な
く
な
る
山

　
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
、
全
国
で
住
宅
難
が
お

こ
り
ま
し
た
。
福
岡
市
で
も
、
市
の
中
心
部
が
空
襲
で
焼

け
た
り
、
博
多
港
に
引
揚
船
が
ぞ
く
ぞ
く
と
到
着
し
た
り

す
る
な
か
で
、
家
不
足
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和

二
十
三
年
に
は
、
二
万
戸
以
上
が
不
足
し
て
い
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
（『
福
岡
県
住
宅
復
興
誌
Ⅰ
』）。
国
の
復
興
政

策
に
従
い
、
福
岡
県
や
市
は
、
公
営
や
福
岡
県
住
宅
協
会

（
供
給
公
社
の
前
身
）
な
ど
の
団
体
に
よ
っ
て
、
人
々
へ
住

ま
い
の
供
給
を
進
め
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
代
後
半
に

は
、
行
政
主
導
の
家
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
建
つ
よ
う
に
な
り
、

若
久
周
辺
で
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

急
に
増
え
た
子
ど
も
た
ち
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、

ۭதࣸਅʢ্ɿত��年
ʗԼɿত5�年ʣɻਫాٰ
ྕ͕͔ͬ͢ΓՈͱͳΓɺত
��年ͷࣸਅͰதԝʹ͋ͬ
͕ͨɺত5�年ʹ౦ए
มΘ͍ͬͯΔʹߍখֶٱ
ͷମߍখֶٱઃதͷ౦एݐ

ҭؗʢত5�年ʣ�
͔ͭͯͷएஂٱɻࡏݱ

ஂͷ࠶ੜ͕ۀࣄਐΜͰ͍Δ
ͷఈ͔Β͔ͨͬͭݟͱ

ͷਆࢁଂଚʢࢁాݪ͏͍
͞·ʣ�ɹ
ए٢ॅٱਆࣾͷొΓޱɻ

֊ஈͷ͑ݟʹࠨΔಓɺए
ͷٰྕͷ্Λॎஅͯ͠ೆٱ
ಓچΔࢸʹࢁࡼ۠
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れ
て
い
ま
す
。
こ
の
名
は
一
帯
が
山
で
あ
る
こ
と
に
由
来

す
る
そ
う
で
す
が
、
今
で
は
多
く
の
家
が
建
つ
ば
か
り

で
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
東
若
久
小
学

校
校
歌
に
「
原
田
山　

原
田
山　

巡
る
坂
道　

拓
か
れ
て　

拓
か
れ
て　

栄
え
い
く
街
」（
作
詞
・
高
良
竹
美
、
作
曲
・

奥
山
晴
美
）
と
あ
る
通
り
、
山
は
拓
か
れ
て
家
が
建
ち
並

び
、
山
を
巡
る
坂
道
は
生
活
道
路
と
し
て
整
え
ら
れ
、
姿

を
変
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
山
の
神
さ
ま
」
は
、

地
域
の
景
色
が
様
変
わ
り
し
て
い
く
時
代
に
、
か
つ
て
の

山
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
付
け
ら
れ
た
名
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

お
地
蔵
さ
ま
の
世
話
を
引
き
継
い
で
い
る
下
田
義
正
さ

ん
に
お
話
を
聞
く
と
、
お
地
蔵
さ
ま
に
鎮
座
の
場
所
を
提

供
し
た
方
、
月
々
の
供
物
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
方
、
建

設
会
社
に
勤
め
る
腕
を
活
か
し
て
小
堂
を
と
と
の
え
た

方
な
ど
、
か
つ
て
の
世
話
人
た
ち
の
こ
と
を
語
り
な
が

ら
、「
私
も
い
つ
ま
で
し
き
る
か
わ
か
ら
ん
け
ど
も
、
そ

う
や
っ
て
語
り
聞
か
さ
れ
て
き
た
け
ん
ね
」
と
笑
っ
て
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

街
路
を
歩
い
て
い
れ
ば
見
落
と
し
そ
う
な
お
地
蔵
さ
ま

で
す
が
、
こ
う
し
て
語
ら
れ
る
お
話
を
伺
っ
て
み
れ
ば
、

地
域
の
今
と
昔
の
姿
が
そ
の
背
に
ク
ロ
ス
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
ご
く
普
通
の
住
宅
街
に
見
え
る
ま
ち

も
、
そ
う
し
た
小
さ
な
バ
ト
ン
の
受
け
渡
し
の
無
数
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
現
在
の
姿
が
あ
る
、
そ
の
一
端
を
よ
く

表
し
て
い
る
お
話
だ
と
言
え
ま
す
。

山
の
上
の
神
社
が
語
る
ま
ち
の
昔

　
現
在
、
野
間
・
若
久
の
か
つ
て
の
御
山
は
す
っ
か
り
家

に
覆
わ
れ
、
多
く
の
人
々
が
住
む
ま
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
住
宅
街
の
坂
道
を
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
高
い

場
所
に
鎮
座
し
て
、
今
な
お
木
々
に
囲
ま
れ
る
神
社
が
、

昔
こ
こ
が
山
だ
っ
た
と
き
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
最

後
に
二
つ
の
神
社
を
紹
介
し
ま
す
。

　

若
久
通
り
沿
い
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
急
な
階
段
を
の
ぼ

る
と
、
若
久
住
吉
神
社
（
現 

南
区
若
久
一
丁
目
）
が
見
え
て

き
ま
す
。
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
重
厚
な
屋
根
が
印

象
的
な
社
殿
で
す
。
山
の
上
を
走
る
旧
道
脇
の
こ
の
神
社

は
、
古
く
か
ら
地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
し
た
。

　

そ
の
由
緒
を
た
ど
る
と
、
室
町
時
代
、
筑ち
く

前ぜ
ん
の

国く
に

守し
ゆ

護ご

代だ
い

が
対
馬
の
国こ

く

人じ
ん

に
「
筑
前
国
住
吉
内
三
郎
丸
名み

よ
う

田
地
十
二

丁
、
同
若
久
三
丁
」
を
与
え
た
こ
と
に
遡
り
ま
す
（
応お
う

永え
い

十
三
〈
一
四
〇
六
〉
年
六
月
一
日
「
真
正
宛
行
状
」『
長
崎
県

史 

史
料
編 

第
一
』）。
博
多
区
の
住
吉
神
社
に
伝
わ
る
古
文

書
に
も
、
同
社
の
所
領
と
し
て
「
三
町　

同
（
那
珂
）
郡

之
内　

若
久
村
在
之
」
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
（
年

未
詳
。『
新
修 

福
岡
市
史 

資
料
編 
中
世
1
』
四
一
八
頁
）。
住

吉
領
が
遅
く
と
も
室
町
時
代
ま
で
に
成
立
し
た
の
ち
に
、

博
多
か
ら
住
吉
神
を
勧か
ん

請じ
よ
うし

て
、
山
の
上
か
ら
人
々
を
見

守
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
し
ょ
う
（『
筑
前
国
那
珂
郡
住
吉
神

社
縁
起
』）。

　

一
方
、
野
間
の
住
宅
街
の
高
い
場
所
に
あ
る
野
間
八
幡

宮
（
現 

南
区
野
間
一
丁
目
）
は
、大
き
な
建
物
に
囲
ま
れ
て
、

姿
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
境
内
や
周
囲
に
は

い
く
つ
も
の
石
碑
が
建
ち
、
地
域
の
中
心
的
な
場
所
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

野
間
と
い
う
地
名
は
古
く
、
鎌
倉
時
代
、
博
多
の
承
じ
よ
う

天て
ん

寺じ

の
創
建
に
あ
た
っ
て
（
仁に
ん

治じ

三〈
一
二
四
二
〉年
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
）、
謝し

や

国こ
く

明め
い

が
寄
付
し
た
と
い
う
土
地
の
な
か

に
「
那
珂
郡
高
宮
・
野
間
」
の
名
が
あ
り
ま
す
（『
新
修 

福

岡
市
史 

資
料
編 

中
世
2
』
五
一
五
頁
）。
そ
う
し
た
背
景
か

ら
か
、
か
つ
て
野
間
に
は
承
天
寺
の
末
寺
も
あ
っ
た
よ
う

で
す（
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
廃
絶
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』

引
用
「
筑
前
国
中
京
五
山
東
福
寺
一
派
現
廃
寺
等
目
録
」）。

　

こ
の
承
天
寺
領
と
な
っ
た
土
地
は
、
も
と
も
と
は
謝
国

明
が
筥は
こ

崎ざ
き

宮ぐ
う

か
ら
買
い
入
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

筥
崎
宮
が
祀
る
の
は
八は
ち

幡ま
ん

神
。
野
間
八
幡
宮
は
、
宝ほ

う

永え
い

年

中
（
一
七
〇
四
～
一
七
一
一
年
）
に
高
宮
八
幡
宮
（
現 

南
区

高
宮
四
丁
目
）
か
ら
勧
請
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
（『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』）、八
幡
神
と
の
お
付
き
合
い
自
体
は
、

高
宮
・
野
間
両
地
域
と
も
に
ず
い
ぶ
ん
と
古
く
遡
り
そ
う

で
す
。

　

山
々
の
変
化
を
見
つ
め
て
き
た
二
つ
の
神
社
は
、
か
つ

て
の
山
の
面
影
を
見
せ
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ま
ち
の
由
緒

を
知
る
手
が
か
り
を
も
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
こ

れ
も
両
神
社
を
長
い
間
大
事
に
守
り
継
い
で
き
た
人
々
が

あ
っ
て
こ
そ
。
歴
史
の
バ
ト
ン
は
、
地
元
で
日
々
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。



東若久小
（S53）

筑紫丘小
（s44）

筑紫丘中
（S３１）

純真中・高
（S３１～32）

純真大
（S３１～32）純真短大

（S３１～32）

筑紫丘高
（S27）

若久小
（S32）

 常春台住宅地 
昭和13年（第一貯蓄證券）

約1万坪

母の里住宅地 
昭和14年（大西拓殖株式会社）

約3.6万坪

 緑ヶ丘住宅地？
昭和14年（東陽土地開拓社）

約2.5万坪

旭ヶ丘林間住宅地
昭和14年（吉塚土地部）

約4,500坪

 長寿園住宅地
昭和14年（昭和土地開拓社）

約1.5万坪

 遊仙園住宅街 分譲地
昭和15年（第一貯蓄證券）

約2.5万坪

 紫雲荘住宅地？
昭和15年（第一土地住宅社）

約1.5万坪

幸楽園高級住宅地
昭和15年（永光土地部）

総面積不明
東光苑住宅地？

昭和16年
（大西拓殖株式会社）

約1.2万坪

翠光園住宅地
昭和16年（第一土地住宅社）

約8千坪

野間中
（H3）

若久特別支援
（S50）

大池小
（S59）

野間多賀町
（通称文化村）
（T13）

県住宅供給公社
多賀団地
（S46）

市営
野間台団地
（S46）

寺塚団地
（S42）

県営旭ヶ丘団地
（S？）

市営若久団地
（S39）

市営寺塚住宅
（S60）

松ヶ枝市営住宅
（S35）

宮ヶ丘市営住宅
（S？） 緑ヶ丘市営住宅

（S？）

福岡第一高
（S31）

第一薬科大
（S31）

第一薬科大附高
（S41） 玉川小

（S24）

ふよう若久ハイツ
（S56）

野間大池

高宮貝島邸
（S2）

 勝利ヶ丘住宅地
昭和17年（筑紫産業土地部）

約1.6万坪

みどりヶ丘→苺園
昭和18年・19年

（千代田相互会社）
総面積不明

御畠山市営住宅
（S？）

中尾台分譲住宅
（S？）

静ヶ丘市営住宅
（S？）

野間八幡宮

若宮
住吉神社

7

まちになった山［野間・若久の開発MAP］
昭和初期の野間・若久は、鉄道の敷設や現在の若久通り・大池通りなど都市計画道路の整備が進んだことで利便性が増し、周辺の山
では住宅のための土地造成や開発が進みました。戦後、昭和20年代後半～ 30年代になると、筑紫丘高校や純真大学などの学校がで
き、これまでにはなかった人の動きが加わります。昭和 30～40 年代には社宅や寮、公営の集合住宅なども多くつくられたことで、
小・中学校等がぞくぞくと新設されました。大正期の野間「文化村」建設を皮切りに、約 50 年間で山からまちへと急速にその姿を
変えた野間・若久を、地図で概観できるようにしました。特集の記事とあわせてご覧ください。

局総務部統計課『福岡市統計書 昭和 40 年版』（福岡市役所、1966 年）● 福岡市南

区民俗文化財保存会編『南区ふるさと』（福岡市南区民俗文化財保存会、1992 年）●

福岡市役所編『福岡市史』第 2 巻 大正編（福岡市役所、1963 年）● 福岡市役所編『福

岡市史』第 6 巻 昭和編後編（2）（福岡市役所、1971 年）● 藤原惠洋「野間文化村／

福岡 住宅組合による住宅地計画」（片木篤ほか編『近代日本の郊外住宅地』鹿島出版会、

2000 年）● 宮本雅明・川上義明「野間文化村の建設経緯―野間文化村について（1）」

「野間文化村の構成と現存する組合住宅―野間文化村について（2）」（『日本建築学会

大会学術講演梗概集（東北）』日本建築学会、1982 年）● 山口廣編『郊外住宅地の系譜 

東京の田園ユートピア』（鹿島出版会、1987 年）● 20 周年記念事業実行委員会編『若

久 創立 20 周年記念誌』（福岡市立若久小学校、1978 年）● 30 周年記念実行委員会

事業部編『若久小学校創立 30 周年記念誌』（福岡市立若久小学校、1987 年）

【所蔵】北島寛 P.4 ● 九州大学附属図書館付設記録資料館 P. 3 ● 国土
地理院 P.5 （上：1956 年撮影／下：1981 年撮影）● 国立公文書館 P. 3 ● 市

史編さん室 表紙・P.2 ・ ・ ・P.4 ・ ・ ・P.5 ・ ● 島村恭則 P.5

● 東若久小学校 P.5

【転載】野間多賀町沿革誌編纂会編『福岡市野間多賀町沿革誌』（野間多賀町沿革誌

編纂会、1940 年） P.4 ● 福岡市教育委員会編『中村町遺跡 4―中村町遺跡第 5

次調査報告―』福岡市埋蔵文化財調査報告書第 1159 集（福岡市教育委員会、2012 年）

P. 3 ●『福岡日日新聞』昭和 13 年 12 月 4 日（『CD-ROM 版福岡日日新聞　昭和編』

〈西日本新聞社〉） P.4

【作成】P. 3 1904 年発行 2 万分の 1 地形図「福岡」「博多」（大日本帝国陸地測量部、

『正式二万分一地形図集成』〈柏書房、2001 年〉に所収）を基に加工 ● P.7 1940 年発

行 2.5 万分の 1 地形図「福岡南部」（国土地理院）を基に加工

【協力】安藤文英、北島寛、下田義正、西日本文化協会、林文理、福岡市立東
若久小学校（敬称略）

【参考文献】● 青木正夫「明治以降の住様式の変化・発展に関する一考察」（『住

宅建築研究所報』12、一般財団法人住総研、1986 年）●『新しい町づくりを目指し

て 東若久公民館 20 周年記念沿革誌』（新しい町づくりを目指す会、2001 年）● 片

木篤ほか編『近代日本の郊外住宅地』（鹿島出版会、2000 年）● 橘川武郎ほか編

『日本不動産業史   産業形成からポストバブル期まで』（名古屋大学出版会、2007 年）

● 記念誌部編『校区創立 30 周年記念誌 ふれあいのまち東若久』（東若久校区創

立 30 周年記念事業実行委員会、2011 年）● 鮫島和夫「住宅組合法による住宅供給

の実際と教訓」（『都市住宅学』23 号、都市住宅学会、1998 年）● 島村恭則「野方・

若久―団地の暮らし」（『新修 福岡市史』民俗編二 ひとと人々、福岡市、2015 年）●

周藤利一「不動産政策史概論（第 3 回）第 3 章 昭和戦前・戦中期の不動産政策」
（『RETIO』NO.99、不動産適正取引推進機構、2015 年）● 商工経営研究会編『臨時農

地管理令臨時農地価格統制令の解説 問答式』（大同書院、1941 年）● 大日本神祇

会福岡県支部編『福岡県神社誌』（大日本神祇会福岡県支部、1944 年）● 東京国立

博物館編『東京国立博物館図版目録　弥生遺物篇（金属器）増補改訂』（東京国立

博物館、2005 年）● 長崎県史編纂委員会編『長崎県史』史料編 第一（吉川弘文館、

1963 年）●『西日本文化』492 号（西日本文化協会、2019 年）● 西日本文化協会

『福岡県史』近代史料編　福岡県地理全誌（5）（西日本文化協会、1993 年）● 西日

本文化協会『福岡県史』通史編　福岡藩（1）（2）（福岡県、1998 年・2002 年）●

野間多賀町沿革誌編纂会編『福岡市野間多賀町沿革誌』（野間多賀町沿革誌編纂会、

1940 年）● 広渡正利『博多承天寺史』（文献出版、1977 年）● 福岡県住宅復興促

進協議会編『福岡県住宅復興誌Ⅰ』（福岡県住宅復興促進協議会、1959 年）●『福

岡市学校教育百年誌』（福岡市教育委員会、1977 年）● 福岡市教育委員会編『中村

町遺跡３―中村町遺跡第 4 次調査報告―』福岡市埋蔵文化財調査報告書第 1122

集（福岡市教育委員会、2011 年）● 福岡市教育委員会編『中村町遺跡 4―中村町

遺跡第 5 次調査報告―』福岡市埋蔵文化財調査報告書第 1159 集（福岡市教育委員

会、2012 年）● 福岡市史編集委員会編『新修 福岡市史』資料編 中世 1 市内所

在文書・資料編 中世 2 市外所在文書（福岡市、2010 年・2014 年）● 福岡市総務
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レポート 第 14回・第 15回福岡市史講演会を開催しました

　平成30年12月22日（土）、第14回となる福岡市史講演会「活字文化の過去・

現在・未来―金属活字からデジタルフォントまで―」を開催しました。学術

的な内容が多い通常の市史講演会とは少し違った趣向の講演会でしたが、年

末の連休中にもかかわらず 200 名を超えるお客様にご来場いただきました。

　この講演会は平成 29 年に刊行した『特別編 活字メディアの時代―近代福

岡の印刷と出版』の連動企画として開催しました。明治以降の活字をめぐる

歴史から、金属活字やデジタルフォントをつくる工程、さらに「文字」を使っ

て本をつくり、その本が書店を通して読者に届くという一連のプロセスを追

う形で、活字や文字、本に関わる各専門家の皆さんに登壇いただきました。

　まずは各トピックについてお三方に解説をお願いしました。大
おお

串
ぐし

誠
せい

寿
じゆ

さんは西日本新聞社デザイン部に籍を置かれています

が、芸術工学の分野から現在の『西日本新聞』の前身である『筑
ちく

紫
し

新聞』の活字と、日本活字の祖と言われる長崎の本
もと

木
き

昌
しよう

造
ぞう

が製造した活字の比定方法とその背景について解説いただきました。続いてお話しいただいた野
の

口
ぐち

勝
まさる

さんは、印刷の総合商社

で、創業時は鋳造活字を販売していた大阪の株式会社モトヤでシステム開発に携わるフォントシステムの専門家です。ここで

は特に鋳造活字の歴史について解説いただき、さらにデジタルフォントの仕組みについてもお話しいただきました。最後にフォ

ントデザイナーの藤
ふじ

田
た

重
しげ

信
のぶ

さん（株式会社フォントワークス）からは、デジタルフォントの字形デザインについてのお話を伺い

ましたが、デジタルフォントをデザインする際にも、実は活字が大きく影響しているといったお話は、大変興味深いものでした。

　お三方の解説を踏まえ、「文字」を使って本をつくる立場から、出版社の忘
ぼう

羊
よう

社
しや

（福岡市）で編集をされている藤
ふじ

村
むら

興
おき

晴
はる

さん、

そして福岡を代表するインディペンデント書店として全国にも知られるブックスキューブリック代表の大
おお

井
い

実
みのる

さんのお二人に

も加わっていただき、改めて活字から写
しや

植
しよく

、そしてデジタルフォントに至る流れや、黎明期に活躍した活字開発者やデザイナー

について、また現在の活字（フォント）と本を取り巻く環境など話題は多岐にわたり、貴重な機会となりました。

　また、当日は講演の内容をより深く理解いただくため、講堂前のスペースを使い「本ができるまで」と題したパネル展示も

開催し、来場された方々からは好評をいただいた催しとなりました。

　令和元年 10 月 5 日（土）には、第 15 回福岡市史講演会「近世都市の記憶―江戸と博多、そのイメージを問う」を開催しました。

最初に岩
いわ

淵
ぶち

令
れい

治
じ

先生（学習院女子大学教授）から「幸せな江戸像を問う」と題し、近世に語られた江戸像の諸相や現代に氾濫する「江

戸」表象と実態とのズレについてご講演いただきました。江戸・京都・大坂という三都の比較、江戸住人の側からの発信と外

部からの視点の違いなど興味深い話題とともに、特に最後にお話しされた「稼ぐ文化財」、観光に特化した文化財の「活用」に

ついての東京都での実例のご紹介については、規模の大きな先行事例として福岡市にとっても示唆に富む内容でした。続いて

中
なか

野
の

等
ひとし

先生（九州大学大学院教授）からは、「近世における『博多』ブランドの消長」と題し、「博多」を冠する物産品が近世を

通じてどのように出現し、由緒が語られていったのかについて、地誌の記述を中心に地域アイデンティティの問題とも絡めて

ご講演いただきました。由緒が時代により変化していく様子や博多こまの語られ方に地域の特性が表れていることなど、町人

や寺社の由緒を多数収録した『資料編 近世 3』ともリンクした内容で、大変興味深いご講演となりました。

　来場者アンケートでは「今まで持っていた江戸のイメージがくずれ、

これから東京を違った見方でも見ることができる」、「商品化される『江

戸』という話は目からうろこで、今の時代が良く理解できた」、「バイア

スを排したものの見方の大切さ！ とても楽しい視点からの博多ブラン

ド史、興味は尽きません」、「大変面白かったが、郷土の歴史を勉強する

者にとって何を信ずべきか」というご意見など、多数のご反響をいただ

きました。

　それぞれの講演会の様子は、市史編さん室が発行している研究誌『市

史研究 ふくおか』に掲載しています（第 14 回は第 14 号、第 15 回は第 15

号に掲載）。ぜひご覧ください。
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令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
七
月
二
十
三
日
、
庚こ
う

寅い
ん

銘め
い

大た

刀ち

が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
刀

は
西
区
の
九
州
大
学
伊い

都と

キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
元も
と

岡お
か

古
墳
群

G
群
六
号
墳
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
古
墳
群
の
出
土
品

と
あ
わ
せ
て
の
指
定
と
な
り
ま
し
た
。
銘
文
に
見
ら
れ
る

「
庚
寅
」
は
西
暦
五
七
〇
年
を
さ
し
、
大
刀
の
製
作
年
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
で
暦
が
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
考
古
学
的
に
わ
か
る
最
古
の
例
と
し
て
、
と
て
も
重

要
な
発
見
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
刊
行
の
『
資
料
編 

考
古

1
』
で
は
、
巻
頭
に
カ
ラ
ー
写
真
を
掲
載
し
、
第
Ⅳ
部
主
要

遺
跡
解
説
の
「
元
岡
古
墳
群
G
群
」
で
、
大
刀
の
X
線
写
真

や
古
墳
の
実
測
図
と
と
も
に
詳
し
く
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
近
世
部
会
で
は『
資
料
編 

近
世
4
』の
刊
行
に
向
け
て
、

資
料
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　『
資
料
編 

近
世
4
』
は
村
と
浦
、
つ
ま
り
農
村
や
漁
業
・

廻か
い

船せ
ん

業
を
生
業
と
す
る
浦
に
関
す
る
資
料
を
掲
載
す
る
予

定
で
す
。
元げ

ん

禄ろ
く

国く
に

絵え

図ず

と
一
緒
に
作
成
さ
れ
た
「
郷ご
う

村そ
ん

帳ち
よ
う」

に
よ
る
と
、
福
岡
藩
の
村
数
は
七
八
九
ヵ
村
に
の
ぼ

り
ま
す
。
現
在
の
福
岡
市
域
に
限
っ
て
も
二
〇
〇
ヵ
村
近

く
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
村
や
浦
の
資
料
は
武
士
や
町
人
の
資
料
と
比

べ
て
、
そ
の
所
在
が
分
か
っ
て
い
る
も
の
が
圧
倒
的
に
少

な
い
の
が
現
状
で
す
。
つ
ま
り
、
福
岡
市
域
の
村
や
浦
の

様
子
を
描
き
出
す
た
め
の
材
料
が
圧
倒
的
に
足
り
な
い
状

況
で
す
。

　
皆
さ
ん
の
家
の
ど
こ
か
に
、
筆
で
文
字
が
書
か
れ
た
紙

な
ど
が
ひ
っ
そ
り
と
眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
そ
ん
な
と

き
に
は
福
岡
市
史
編
さ
ん
室
へ
是
非
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　
十
一
世
紀
、
大
宰
府
の
役
人
と
し
て
都
か
ら
筑
前
国
に

や
っ
て
来
た
人
物
に
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

高た
か

遠と
お

が
い
ま
す
。
歌
の
名

手
だ
っ
た
彼
は
住
吉
神
社
（
現 

博
多
区
）
を
訪
れ
、「
す
み

よ
し
と
、
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
ち
は
や
ぶ
る
、
神
の
心
を
、

ま
つ
る
な
り
け
り
」（
こ
こ
が
住
み
よ
い
と
思
う
わ
け
で
は
な

く
、
神
様
の
心
を
お
祀
り
す
る
の
で
す
）
と
詠よ

ん
で
い
ま
す

（『
大
弐
高
遠
集
』一
八
三
番
）。
赴
任
の
際
に
早
く
も
仕
事
へ

の
不
安
を
漏
ら
し
て
い
た
高
遠
は
（
同
一
七
八
番
）、
案
の

定
、
筑
後
の
国こ

く

司し

と
も
め
て
職
務
停
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
彼
に
と
っ
て
、九
州
暮
ら
し
は
楽
し
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
今
で
は
福
岡
は
住
み
や
す
い
ま

ち
ラ
ン
キ
ン
グ
の
常
連
、
人
気
の
転
勤
先
だ
と
聞
い
た
ら
、

驚
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
史
料
に
寄
り

道
を
し
な
が
ら
、
編
集
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
大
正
期
は
水
道
敷
設
な
ど
市
政
の
重
要
施
策
を
め
ぐ
っ

て
、
市
長
と
市
会
（
市
議
会
）
が
対
立
し
、
ま
た
市
会
で

も
党
派
と
地
域
対
立
が
ね
じ
れ
て
、
市
政
に
混
乱
を
き
た

し
ま
す
。
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の
市
会
議
員
改
選
に

よ
っ
て
、
市
会
で
は
反
市
長
派
が
多
数
を
占
め
、
前
年
に

決
定
さ
れ
た
水
道
工
事
の
方
式
に
つ
い
て
変
更
を
提
案
し

ま
す
。
す
で
に
国
の
認
可
と
補
助
を
受
け
て
い
る
市
長
は

こ
れ
を
拒
否
し
ま
す
。
そ
こ
で
市
会
は
水
道
工
事
の
差
し

止
め
決
議
を
お
こ
な
い
、市
政
が
停
滞
し
て
し
ま
い
ま
す
。

大
正
三
年
に
福
岡
財
界
の
安や

す

川か
わ

敬け
い

一い
ち

郎ろ
う

ら
が
調
停
に
入
り

ま
す
が
、
難
航
し
て
市
長
は
辞
任
し
ま
す
。

　『
資
料
編 

近
現
代
3
』
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
当
時
の
安

川
敬
一
郎
の
書
簡
を
収
録
し
、
緊
迫
す
る
福
岡
政
治
情
勢

を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
す
。

　
現
在
編
集
作
業
中
の
『
資
料
編 

中
世
3
』
に
は
、
禅

宗
に
関
す
る
資
料
も
多
数
収
録
さ
れ
る
予
定
で
す
。
中
世

に
お
こ
っ
た
禅
宗
は
中
国
と
の
関
係
が
深
く
、
多
く
の
修

行
僧
が
中
国
に
渡
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
修
行
僧
の
拠

点
と
な
っ
た
の
が
博
多
で
あ
り
、
中
国
か
ら
帰
国
し
た
栄よ
う

西さ
い

や
円え
ん

爾に

に
よ
っ
て
聖
し
よ
う

福ふ
く

寺じ

や
承
じ
よ
う

天て
ん

寺じ

な
ど
多
く
の
寺
院

が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
寺
院
は
対
外
交
易
の
拠
点
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
お
り
、
禅
僧
に
は
外
交
官
と
し
て
の
役
割
も
期

待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
仏
教
関
係
の
資
料
に
も
宗
教
的
な

内
容
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
交
流
の
様
子
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
、
当
時
の
博
多
の
様
子
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　『
民
俗
編
三
』
の
た
め
継
続
し
て
い
る
新
聞
記
事
検
索
、

戦
後
に
入
り
ま
し
た
。戦
後
は
全
国
で
電
力
不
足
に
陥
り
、

福
岡
は
特
に
九
州
地
方
の
渇
水
も
相
ま
っ
て
、
厳
し
い
電

力
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
夜
間
電
灯
を
使
え
る
の

は
わ
ず
か
な
時
間
で
、そ
れ
も
電
圧
が
低
く
薄
暗
い
た
め
、

「
ロ
ー
ソ
ク
送
電
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
情
勢
不
安
に
よ

る
治
安
の
悪
化
に
加
え
、
夜
は
暗
闇
と
あ
っ
て
強
盗
な
ど

が
横
行
し
、
物
騒
な
事
件
記
事
が
連
日
並
ん
で
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
ど
ん
た
く
や
山や
ま

笠か
さ

が
再
開
さ
れ
、
昭

和
二
十
三
（
一
九
五
八
）
年
に
は
国
体
の
開
催
地
と
な
り
、

福
岡
は
徐
々
に
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
き
ま
す
。
悲
惨
な

事
件
や
思
い
が
け
な
い
苦
境
に
ぞ
く
ぞ
く
と
見
舞
わ
れ
る

も
の
の
、
日
夜
奔
走
し
て
復
興
を
目
指
す
人
々
の
姿
か
ら

は
、
今
日
学
ぶ
べ
き
点
も
多
い
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。



　

ナ
ナ
メ
読
み

今回の
ナナメ読みは
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特
別
編 
福
岡
城
―
築
城
か
ら
現
代
ま
で
―

　
福
岡
市
早さ
わ

良ら

区
出
身
の
歌
手
・
小
柳
ル
ミ
子
さ

ん
の
一
九
七
一
年
の
デ
ビ
ュ
ー
曲
「
わ
た
し
の
城
下

町
」
は
一
六
〇
万
枚
も
の
売
上
げ
を
記
録
し
た
そ
う

で
す
。「
わ
た
し
の
」
と
あ
る
の
で
、
小
柳
さ
ん
の

故
郷
の
福
岡
の
曲
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
実
際
は
歌

詞
の
中
に
具
体
的
な
地
名
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
聴
く

人
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
の
城
下
町
を
思
い
描

け
る
よ
う
な
歌
詞
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
、
二
〇
〇
三
年
に
連
載
を
開
始

し
、
二
〇
〇
七
年
に
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が

木
下
直
之
さ
ん
の
『
わ
た
し
の
城
下
町
』（
筑
摩
書
房
）

で
す
。
こ
ち
ら
は
全
国
の
城
郭
が
明
治
以
降
に
ど
の

よ
う
な
歴
史
を
た
ど
り
、
人
々
が
城
に
何
を
託
し
て

き
た
の
か
と
い
う
部
分
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
も
の

で
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
お
城
の

見
方
を
世
に
示
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
以
降
、
全
国
の
博
物
館
で
も
、
江
戸
時
代
以

前
の
城
郭
だ
け
で
な
く
、
近
代
以
降
の
使
わ
れ
方
も

紹
介
す
る
展
覧
会
が
企
画
さ
れ
、
多
様
な
城
郭
像
が

提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
無
意
識
に

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
お
城
や
城
下
町

を
意
識
的
に
捉
え
て
相
対
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
の

が
、
近
年
の
潮
流
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
福
岡
城
で
す
。
皆
さ
ん
は

福
岡
城
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
す

か
？
試
し
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
福
岡
城
」
で

画
像
検
索
を
す
る
と
、
重
要
文
化
財
の
多た

門も
ん

櫓
、
復

元
さ
れ
た
下し
も
ノの

橋は
し

御
門
と
い
っ
た
建
物
が
出
る
ほ
か
、

桜
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す
る
様
子
や
ア
ー
ト
系
の
イ
ベ

ン
ト
の
写
真
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
福
岡
城
を
セ

ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
を
構
成
す
る
一
つ
の
ゾ
ー
ン
と
し

て
整
備
し
て
い
こ
う
と
い
う
市
の
方
針
を
示
し
た
イ

ラ
ス
ト
も
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
催
事
を
お
こ

な
う
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
様
子
が
窺
え
ま
す
。

　
こ
れ
が
昭
和
に
遡
る
と
、
古
代
の
外
交
施
設
・
鴻こ
う

臚ろ

館か
ん

の
発
見
（
一
九
八
七
年
）、
平
和
台
球
場
を
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
し
た
西
鉄
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
日
本

シ
リ
ー
ズ
三
連
覇
（
一
九
五
六
〜
五
八
年
）、
平
和

台
競
技
場
を
メ
イ
ン
会
場
と
し
た
国
民
体
育
大
会

（
一
九
四
八
年
）
な
ど
、
熱
狂
の
舞
台
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
ま
た
、
戦
前
の
福
岡
を
知
る
方
に
と
っ
て
は
福

岡
城
＝
歩
兵
第
二
十
四
連
隊
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

持
た
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
城

内
に
は
明
治
初
め
こ
そ
県
庁
が
置
か
れ
ま
し
た
が
、

一
八
八
六
年
以
降
は
連
隊
本
部
が
置
か
れ
、
終
戦
ま

で
一
般
人
の
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
ま
し
た
。

　
で
は
、
お
城
が
本
来
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
は

ず
の
江
戸
時
代
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
城
内
に
は

藩
主
の
御
殿
や
重
臣
の
屋
敷
が
置
か
れ
、
政
治
や
儀

礼
の
空
間
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
も
長
い

江
戸
時
代
を
通
じ
て
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
が

あ
り
ま
し
た
。
重
臣
も
そ
の
時
々
の
盛
衰
に
よ
り
屋

敷
替
え
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
、
藩
主
が
政
務
を
お

こ
な
う
場
所
も
本
丸
か
ら
三
の
丸
へ
と
移
り
、
ま
た
、

代
替
わ
り
に
合
わ
せ
て
大
改
修
を
お
こ
な
う
こ
と
も

た
び
た
び
見
ら
れ
、
常
に
変
化
し
続
け
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
福
岡
城
の
多
様
な
姿
を
一
冊
に
凝
縮

し
た
の
が
『
特
別
編 

福
岡
城
』
で
す
。
築
城
か
ら

現
代
ま
で
の
福
岡
城
の
歴
史
が
豊
富
な
写
真
や
図
版

と
と
も
に
通
観
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
福
岡
城
は
「
国
史
跡
福
岡
城
跡
整
備
基
本

計
画
」（
二
〇
一
四
年
策
定
）
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

整
備
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
き
ま
す
。「
わ
た
し
の
城

下
町
」
同
様
に
、「
わ
た
し
の
福
岡
城
」
も
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
多
様
で
す
。
幸
い
本
書
に
は
、
先
人
が
福

岡
城
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
接
し
て
き
た
の
か
が
余

す
こ
と
な
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
城
郭
の
歴
史
や

史
跡
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
の
あ
る
方
に

ぜ
ひ
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
一
冊
で
す
。

10
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　コロナ禍の緊急事態で強いられた長い在宅生活も、悪いこと
ばかりではない。ありふれた行為ではあるが、気にかかりなが
ら机上に積んだままの本に手を伸ばしてみる。我が収穫は佐

さ

多
た

稲
いね

子
こ

『私の東京地図』だ。著者の代表作として声価の定まった
ものであるが、ここでは近代文学史上の評価とは別のことを書
いておきたい。

　著者はこの連作小説で、上野の大衆的な料亭の女中奉公に始
まる自身の生活史を、転々と借家生活を続けた住まいと仕事先
の町の描写を通して描いている。著者の細部に分け入るような
筆遣いによって、職場の人々や家主の家族、隣近所の人々の立
ち居振る舞い、日常の会話の片々などが私たちの眼前に立ち上
がる。
　もちろんその背後には、育った家庭の零落、不幸な結婚と破綻、
非合法の左翼運動と検挙・転向などがあり、敗戦後にそれらを
回想する著者の姿がある。それによって私たちは、人がある時
代を生きるということが、その人が暮らした町の風景、駅や日々
通った道、坂の上り下り、角々の店の姿などと切り離しては考
えられないことに思い至るのである。

　そしてこの本の眼目は、それを環境だの時代背景だのという
見せ方ではなく、「地図」として語り切った点にある。私が手に
した講談社文芸文庫版の川

かわ

本
もと

三
さぶ

郎
ろう

による解説は、東京はいつも
「普

ふ

請
しん

中」という、これ以上にない的確な表現で始めている（森
鷗外の言葉だそうだ）。大きな普請で激しい変化を繰り返す東京
では、変化のたびに古い風景が消える。
　「普請中」ということなら、我が福岡も人後に落ちない。そし
て「普請中」とは、これから本番を迎えようとする「天神ビッ
グバン」のような大規模な都市開発に限らない。ひっそりと記
憶から消えていく風景が、誰かの生きた証として大切だったと
しても、それは「普請」の大小とは関係ないのだ。
　そんな「普請中」の町の姿は、記憶している誰かが書き残さ
ないと後世に伝わらない。常に「普請中」の都市で、記憶の地
図は改訂を重ねないとあっという間に穴だらけになるのだ。だ
から、あまり数は多くないが、先人によって書かれた記憶の地
図を、折にふれて確かめておくのも市史編さん事業の務めだろう。

　西日本新聞の編集局長、出版部長をつとめた鬼
き

頭
とう

鎮
しず

雄
お

は、
1923（大正12）年に関東大震災の東京を焼け出されて福岡に移
住し、西日本新聞社の前身の福岡日日新聞社に入る。鬼頭の回
想『博多大正ろまん』（西日本新聞社、1981年）は、根っからの
福岡育ちでないだけに、そこに住んだ者ならではの記憶に外か
らの眼が加わって、大正末期の福岡・博多の貴重な地図となっ
ている。

　西も東もわからない福岡の町で、紹介状を持ってはじめて訪
れた福岡日日新聞社は、須

す

崎
さき

土
ど

手
て

町
まち

五番地、当時としては目立
つ木造洋館で、瀟

しよう

洒
しや

な姿を那珂川の清流に映していたとある。
その頃の博多湾の水は「澄んで美しかった」とも書かれている
から、「那珂川の清流」は決して誇張ではないだろう。
　当時の福岡市は狭かった。市域は、西は樋

ひ

井
い

川の今
いま

川
がわ

橋、東
は石
いし

堂
どう

川を境とし、「海岸線にヘバリ付いたような狭い地域だけ」
である。住吉神社のすぐ裏を旧国鉄（鹿児島本線）が走っていて、
「竹下までは田んぼ続きで、さえぎる何物も」なかったという。
　入社時23歳ですでに結婚していた鬼頭は、借家を探して福
岡城堀端から海岸にかけての町筋を巡った。上

かみ

ノ
の

橋
はし

電停（現 平
和台交差点付近）を北へ進むと魚

うおの

町
まち

、そこから旧本通り（現 昭和
通り）を西に行くと大

だい

工
く

町
まち

、簀
すの

子
こ

町
まち

、湊
みなと

町
まち

と続く。大工町には
人力車を作る店や日本刀の研師の店があり、お寺の多い町筋だっ
たという。旧本通りから北に下る道は、どれも海岸まで抜けて
いて、干潮時には「白砂を踏んで次の筋まで歩き、コの字型に
すべての町筋を歩いて」貸家札を探した。借りた家は「旧本通
りに面した町家風の家の土間を通った奥にある二階建ての独立
した離れ家」である。土間があって炊事場もあり、周囲は静かだっ
たという。

　鬼頭は、福岡日日新聞の主筆であった菊
きく

竹
たけ

六
ろつ

鼓
こ

の謦
けい

咳
がい

に接し
たことが、記者としての生涯を決めたと語っている。新聞記者
が「社会の木

ぼく

鐸
たく

」を自認していた時代に、最も木鐸らしい記者
であった六鼓を師と仰いだ。そう書くことで、鬼頭は記者とし
ての生き方や価値観を表明している。鬼頭の描く福岡・博多の
風景は、そのような生き方のバックグラウンドである。それを
「地図」と呼んでみることで、歴史の場を再構成する新たな視点
が生まれそうな気がする。
（なお須崎土手町時代の福岡日日新聞社の姿は、『新修 福岡市史　特別
編 活字メディアの時代―近代福岡の印刷と出版―』の52～53頁に
見ることができる。ぜひ確かめてほしい。）

記憶の地図

5
文＝有馬学（福岡市史編集委員会委員長／福岡市博物館総館長）
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　今回は、昭和 34（1959）年から始められた「福岡市
史」が終刊し、現行の『新修 福岡市史』編さん事業が
開始される経緯についてお話しします。
　市役所内部では今後の「福岡市史」をどうするのか、
試行錯誤が続けられていました。そのことは外部から
市史重視の声が継続して寄せられていたことと無縁で
はなかったのです。
　平成 10（1998）年 12 月に選出された新市長へ、さま
ざまな形で市史編さんへの要望が出されました。A先
生は、福岡市の歴史についてのご進講をされましたし、
B先生は、中国の上海空港で偶然に出会った市長に、日
本史のなかの福岡の重要性について延々と話されたそ
うです。そのような外部からの応援の声はまことに嬉
しいものでしたが、山

やま

崎
さき

広
ひろ

太
た

郎
ろう

市長（当時）から、市史
編さんについて具体的な話を聞こうと電話があるまで 1
年半が経過していました。
　こうして総務企画局の幹部と協議が始まりました
が、会議中にG7サミットの蔵相会合を福岡市博物館で
開催するというホットなニュースがテレビから流れて
きました。何か吉兆的なものを感じた瞬間でした。さ
らに朗報は続きました。平成 12 年度予算に市史編さん
事業費が新規に 518 万 3000 円計上されたのです。総務
企画局への予算でしたが、足がかりができた事が本当
に嬉しく先生方に連絡しまくった事を思い出します。
　サミット蔵相会合の前後には内外の要人が多数視察
に訪れました。会場案内はそこそこに本市の歴史解説
を熱を込めておこなったことも思い出されます。サミッ
ト後には総務企画局や教育委員会総務部との具体的協
議がおこなわれ、いよいよ期待感が膨らんでいくのを
感じていました。さらに不思議なことには、いくどと
なく市長と直接面談する機会に恵まれ、市長の観光・
文化面に対する熱意を感じさせられたことでした。予
算は少額ながら増額され、それで他都市の市史編さん
の現況調査がおこなわれ、本市の現状が客観的に説明
できるようになっていきました。
　具体的な編さん事業ですが、かつてのように高名な
大学教授に自治体史編さんを丸投げできる時代はもは
や過去のものとなっていました。行政自体がどれだけ
主体性を持ってこの事業に取り組むのかが問われる時
代となっていたのです。先回述べたように、九州大学
の川

かわ

添
ぞえ

昭
しよう

二
じ

先生にご教示いただきながら、当方の足場
を構築する準備を心掛けていました。予算が付けば早

速にも動きを見せねばなりません。そこで将来の編さ
ん執筆陣を極秘裏に想定し、参加を約していただく必
要がありました。いつ何時事業予算が付くのかわから
ない段階で、予算獲得の暁には、早速福岡市史編さん
へ参画をしてもらうという虫の良い話に乗っていただ
く必要があったのです。
　平成 16 年度予算の審議が始まりました。博物館から
は、平成 2年の開館時から 10 年余を経て古びた常設展
示のリニューアルと市史編さんとを重要事項として提
出していました。しかし財政局長への復活折衝では、
リニューアルは不可、市史は「三役経営会議」へ復活
要求せよというものでした。財政局長段階で、現予算
の 900 万円余を少し超える予算を付けられると、さ
らに上位の段階に復活要求をする事は実質上不可能で
す。市長・助役ら三役の判断を仰げる「経営会議」は
福岡市における最終意思決定の場であるのです。財政
局長に感謝したい気持ちでした。
　平成 16 年 1 月 20 日、筆者のプレゼンテーション
の番です。サミット等において誇りを持って披露でき
る印刷物をという話はなかなか通用しそうにありませ
ん。思わず起立して「私はこの 3月で定年です。市史
編さんを目指し、研究者諸先生方には多大の協力をい
ただいてきましたが、市史編さん予算が微増なら要ら
ない。ゼロ回答をください。今なら、私の責任で、研
究者諸兄にはお詫びを申し入れますから」と言い、着
席しました。一瞬間があって市長が「1億はダメだが、
7000 万円でやってくれ」と発言され、皆が啞然として
いましたし、筆者も驚きました。1月 30 日、7000 万円
が正式に言い渡されたのです。
　4月 1日、歴史ある「福岡市史編さん室」の看板が福
岡市博物館の一室に掛けられました。編さん事業が本
格的にスタートしたのです。まことに嬉しい退職記念
となりました。
　24 回にわたって「福岡市史」の道のりを振り返って
みました。独りよがりな点も多々あったかと思います
が、よろしくご海容ください。　　　　　　　　　［終］

※ 市史編さん予算に関する数字は各年度ごとに福岡市が発行する
「一般会計及び特別会計予算案説明書」に拠った。

※ なお、本稿は『市史研究 ふくおか』第 10 号所載の田鍋隆男「『新
修 福岡市史』が刊行されるまで」とあわせてご覧いただければ
幸いです。
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