
早
公
園
に
は
、
ま
ち
の
始
ま

り
の
物
語
が
眠
っ
て
い
る
。

　

南
北
朝
時
代
、「
伊
佐
早
」
地
方

で
は
多
く
の
土
豪
が
戦
い
を
繰
り
返

し
て
い
た
。
そ
れ
を
統
一
し
た
の
が

西
郷
尚
善
で
あ
る
。
以
降
、
約
百
年

に
わ
た
っ
て
伊
佐
早
の
地
は
西
郷
氏

に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
が
、一
五
八
七

年
、
豊
臣
秀
吉
の
島
津
攻
略
の
命

に
背
い
た
四
代
目
信
尚
の
代
に
、

龍
造
寺
家
晴
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て

し
ま
う
。
そ
の
後
、
二
代
目
龍
造
寺 

直
孝
は
自
ら
の
姓
を
「
諫
早
」
に
改

め
、
佐
賀
藩
諫
早
領
と
な
り
、
幕
末

ま
で
こ
の
地
は
諫
早
家
に
よ
っ
て
治

め
ら
れ
た
。

　

尚
善
が
築
い
た
高
城
と
呼
ば
れ
る

山
城
の
址
こ
そ
現
在
の
諫
早
公
園
で

あ
り
、
龍
造
寺
家
晴
と
の
激
し
い
戦

も
ま
さ
に
こ
の
場
所
で
行
わ
れ
た
。

園
内
を
散
策
す
る
と
、
細
く
て
急
な

坂
道
が
続
き
、
戦
い
の
た
め
に
築
か

れ
た
城
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か

る
。
本
丸
址
に
は
雄
大
な
ク
ス
ノ
キ

の
葉
が
空
を
覆
う
よ
う
に
広
が
り
、

長
い
歴
史
を
物
語
っ
て
い
た
。

　

今
回
、
ガ
イ
ド
を
務
め
て
く
れ
た

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
菊
山
達
也
さ

ん
は
こ
う
話
す
。「
高
城
は
別
名
、

『
亀
城
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
城
の
す
ぐ
下
を
流
れ

る
本
明
川
の
山
下
淵
に
い
る
大
亀
が

城
の
下
に
潜
り
込
み
、
敵
が
来
る

と
、
亀
が
手
足
を
伸
ば
し
て
山
を
押

し
上
げ
る
の
で
、
敵
が
攻
め
ら
れ
な

か
っ
た
、
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
か

ら
な
ん
で
す
」。
本
丸
址
に
は
七
代

目
と
八
代
目
の
領
主
が
国
家
の
安
泰

を
祈
っ
て
建
立
し
た
「
亀
の
塔
」
が

見
ら
れ
た
。
こ
の
石
塔
を
地
元
の
人

は
「
が
め
ん
と
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い

る
と
い
う
。

　

公
園
の
す
ぐ
横
に
は
、
諫
早
家
初

代
・
龍
造
寺
家
晴
公
を
祀
っ
て
い
る

高
城
神
社
が
あ
る
。
諫
早
は
良
質
な

石
が
採
れ
る
こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
腕

の
良
い
石
工
が
多
く
い
た
そ
う
で
、

境
内
で
は
鯱
が
乗
っ
た
大
灯
籠
や
逆

立
ち
し
た
狛
犬
な
ど
一
風
変
わ
っ
た

石
細
工
が
目
を
惹
く
。

　

宮
司
の
菖
蒲
公
治
さ
ん
は
家
晴
公

に
関
す
る
文
献
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
面
白
い
話

を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。「
家
晴
公
は

と
に
か
く
戦
が
上
手
な
人
で
し
た
。

そ
し
て
温
情
の
あ
る
人
だ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
一
・
五
キ

ロ
ほ
ど
離
れ
た
所
に
西
郷
と
い
う
地

域
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
は
龍
造

寺
家
に
攻
め
ら
れ
た
際
、
逃
げ
出
し

た
西
郷
家
の
女
性
や
子
ど
も
た
ち
が

住
み
つ
い
た
場
所
な
の
で
す
。
家
晴

公
は
、
敵
を
根
絶
や
し
に
す
る
の
で

は
な
く
、『
ど
こ
に
も
行
け
ま
せ
ん
』

と
す
が
る
女
性
や
子
ど
も
た
ち
に

『
に
し
ご
う
』
と
読
み
方
を
改
め
さ

せ
て
、
領
地
内
に
住
む
許
可
を
出
し

た
の
で
す
」。
た
っ
た
一
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
、
歴
史
上
の
人
物
が
に
わ

か
に
生
身
の
人
間
と
し
て
感
じ
ら
れ

る
。
家
晴
公
の
人
柄
が
偲
ば
れ
た
。

諫
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は
や

い

さ

は
や

い
さ

さ
い
ご
う
ひ
さ

り
ゅ
う
ぞ
う
じ

い
え
は
る

の
り

あ
と

な
お

よ
し

ご
う

ど

の
ぶ
ひ
さ

き
く
や
ま
た
つ

か
め
し
ろ

み
ょ
う

ほ
ん

や

し
ろ

た
か

し
ょ
う
ぶ

き
み
は
る

ご
う

に
し

高城神社に飾られている諫早家の甲冑。
甲冑には諫早家の紋「上り藤」が見られる。

写真上／「諫早は亀に守られているまち」と菖蒲さん。
本殿の屋根の四方には亀の守り神がいた。

歴
史
と 

文
化
が
色
濃
く
残
る

諫
早
市全国で初めて国の重要文化財に指定された二連アーチの石橋。

1957年に起きた諫早大水害で、頑丈過ぎるゆえにがれきをせき止
め、水の流れが変わり被害を拡大したため、1961年に諫早公園へ
移築。現在はその優美な姿で訪れる人を魅了している。

諫早眼鏡橋

高
城
神
社

諫早市地域おこし協力隊の菊山達也さん。
柔らかな語り口で諫早の魅力を語ってくれる。

諫早公園本丸址のクスノキ。地元の人に
「がめんとさん」と呼ばれ
親しまれている「亀の塔」。

し
ゃ
ち


