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今
年
も
桜
が
咲
い
て
春
本
番
と
い
う

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
農
家
は
も
う
田
ん

ぼ
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
江
戸
時
代
以
降
、
太
宰
府
市
域
は
門

前
な
ど
の
一
部
を
除
い
て
、
農
村
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
生
業
は
田
を

中
心
に
営
な
み
、
田
に
水
を
引
く
農
業
水

利
は
特
に
重
要
な
も
の
で
、
自
然
と
の
や

り
取
り
の
間
で
長
い
時
間
を
か
け
て
築
い

て
き
ま
し
た
。

農
業
水
利
に
は
、
河
川
か
ら
取
水
す

る
用
水
路
で
田
を
潤
す
「
井
出
掛
り
」
、

堤
を
築
い
て
築
造
し
た
溜
池
を
水
源
と
す

る
「
堤
掛
り
」
、
ま
た
、
降
水
や
湧
水
を

水
源
と
す
る
「
天
水
掛
り
」
に
大
別
さ
れ

ま
す
。

江
戸
後
期
に
あ
た
る
享
和
２
(
１
８

０
２
)
年
に
編
ま
れ
た
『
御
笠
郡
村
明
細

記
』
に
よ
る
と
、
現
在
の
太
宰
府
市
域
で

あ
る
十
二
村
の
田
数
は
約
４
３
４
町
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
わ
る
井
出
の

数
は
65

、
溜
池
の
数
が
37

カ
所
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
よ
る
灌
漑
の

割
合
は
井
出
掛
り
が
45

％
、
堤
掛
り
が

38

％
、
天
水
等
が
17

％
の
比
率
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
で
４
３
４
町
を
潤
し
て

い
た
わ
け
で
す
が
、
川
や
溜
池
か
ら
田
ま

で
水
を
引
い
て
く
る
用
水
路
も
必

要
で
す
。
用
水
路
に
は
、
市
史
編

纂
に
際
し
て
の
調
査
で
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
「
仕
掛
け
水
路
」

は
別
の
谷
か
ら
山
を
廻
し
て
水
を

引
い
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
素
掘

り
の
ト
ン
ネ
ル
が
い
く
つ
も
あ
り

ま
す
。
川
や
道
路
を
横
断
す
る
際

に
は
、
サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
で
水

を
通
し
て
も
い
ま
し
た
。

昭
和
35

年
以
降
、
水
田
は
減

少
し
て
、
令
和
元
年
に
は
１
４
６

町
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
人
口
の
増
加
に
よ
る
、
農
村
か

ら
住
宅
都
市
へ
の
変
遷
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
数

百
年
単
位
で
整
備
さ
れ
、
維
持
管

理
さ
れ
て
き
た
農
業
水
利
も
変

わ
っ
て
き
て
、
水
利
と
し
て
使
わ

れ
な
く
な
っ
た
溜
池
や
、
管
理
が

難
し
く
な
っ
た
仕
掛
け
水
路
な
ど
が
現
れ

て
き
て
い
ま
す
。
田
ん
ぼ
が
点
在
す
る
た

め
、
田
と
田
を
繋
ぐ
用
水
路
の
距
離
が
長

く
な
り
管
理
が
大
変
に
な
っ
て
い
る
な

ど
、
農
業
水
利
と
い
う
私
た
ち
を
支
え
て

き
た
基
盤
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
り
ま

す
。左

図
は
市
内
の
水
利
図
で
す
が
小
さ

く
て
見
え
に
く
く
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
『
太
宰
府
市
史
環
境
資
料
編
』
に
は

大
判
の
水
利
図
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

興
味
を
持
た
れ
た
人
は
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
も
同
書

を
参
考
と
し
て
い
ま
す
。

(
文
化
財
課　

城
戸
康
利
)

太宰府の水利図（『太宰府市史　環境資料編』（2001年、太宰府市）
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い
ま
だ
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
全
国
で
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
行

事
や
祭
り
が
中
止
さ
れ
た
り
、
形
を
変
え

て
行
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
太
宰
府
市

で
も
、
行
事
や
祭
事
を
担
う
人
々
の
間
で

多
く
の
論
議
が
交
わ
さ
れ
、
例
年
と
は
違

う
形
で
行
事
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
太
宰

府
天
満
宮
神
幸
行
事
」
は
、
太
宰
府
天
満

宮
が
祀
る
菅
原
道
真
の
神
霊
を
載
せ
た
神

輿
を
氏
子
が
担
ぎ
、
秋
分
の
日
の
前
日
夜

半
に
本
殿
か
ら
道
真
の
配
所
で
あ
っ
た
榎

社
に
下
り
、
一
晩
過
ご
し
て
、
秋
分
の
日

の
午
後
に
再
び
太
宰
府
天
満
宮
へ
上
る
御

神
幸
で
す
。
昨
年
は
行
事
の
形
式
は
崩
さ

ず
、
参
加
人
数
を
大
幅
に
減
ら
し
た
う
え

で
時
間
を
短
縮
し
、
神
輿
を
担
ぐ
與
丁
や

隊
列
に
参
加
す
る
人
の
配
置
を
替
え
、
馬

の
頭
数
を
減
ら
す
な
ど
、
感
染
症
に
配
慮

し
た
対
応
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
行
事

で
奉
納
さ
れ
る
、
県
の
無
形
民
俗
文
化
財

指
定
の
「
竹
の
曲
」
(
行
事
の
保
護
団
体

は
竹
の
曲
保
存
会
)
の
参
加
は
奉
納
の
み

で
、
神
輿
へ
の
供
奉
は
見
合
わ
さ
れ
ま
し

た
。
１
月
７
日
に
太
宰
府
天
満
宮
で
実
施

さ
れ
た
県
の
無
形
民
俗
文
化
財

指
定
「
鬼
す
べ
」
(
行
事
の
保

護
団
体
は
太
宰
府
天
満
宮
氏
子

会
)
は
、
神
社
本
殿
内
に
限
ら

れ
た
人
数
で
日
中
に
の
み
祭
事

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
鬼
面
を

持
っ
た
鬼
役
を
卯
杖
で
叩
き
、

豆
を
ま
く
所
作
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
疫
病
を
払
う
こ
と
を
込
め

た
行
事
と
な
り
ま
し
た
。

市
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
い

え
ば
、
１
月
７
日
の
夜
に
太
宰

府
天
満
宮
で
行
わ
れ
た
「
鷽

替
」
は
、
例
年
は
人
数
を
制
限

せ
ず
に
漆
黒
の
闇
の
中
で
木
う
そ
を
交
換

し
合
う
行
事
で
す
が
、
今
年
は
参
加
者
を

抽
選
と
し
、
感
染
防
止
の
た
め
の
手
袋
が

配
布
さ
れ
、
少
人
数
で
３
回
、
絵
馬
堂
内

の
薄
明
り
の
中
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

40

歳
の
初
老
を
祝
う
「
梅
上
げ
」
行

事
は
、
毎
年
３
月
の
週
末
に
、
そ
の
年
齢

に
該
当
す
る
有
志
が
会
を
作
り
、
隊
列
を

組
ん
で
紅
白
の
餅
を
配
り
な
が
ら
天
満
宮

の
参
道
を
通
り
、
神
社
の
苑
内
に
梅
を
献

梅
す
る
(
植
え
る
)
行
事
で
す
。
し
か

し
、
令
和
２
年
は
見
送
ら
れ
、
令
和
３
年

に
２
つ
の
団
体
が
異
な
る
日
に
実
施
し
ま

し
た
。
ま
た
、
12

月
３
日
前
後
に
天
満
宮

門
前
町
を
中
心
に
行
わ
れ
る
恵
比
寿
の
祭

事
は
、
接
待
を
自
粛
し
た
そ
う
で
す
。
地

域
で
は
、
小
規
模
な
神
社
の
秋
の
大
祭
や

年
の
暮
れ
に
行
わ
れ
る
宮
座
を
見
送
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
神
様
の
前

で
会
食
す
る
直
会
を
省
略
し
た
り
、
参
加

者
を
絞
っ
た
り
す
る
工
夫
を
し
な
が
ら
、

地
域
の
顔
で
あ
り
、
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る

伝
統
的
な
行
事
や
祭
事
を
、
次
に
つ
な
ぐ

努
力
が
続
い
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

山
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信
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うそ替え
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ま

つ

み

こ

し
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そ
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皆
さ
ん
は
「
印
箋
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
便
箋
、
付
箋
な
ど
は
一
般
的
に
使
用

す
る
言
葉
で
す
が
、
「
箋
」
に
は
目
印
や
メ

モ
の
た
め
の
紙
、
手
紙
、
文
書
と
い
っ
た
意

味
が
あ
り
、
印
箋
と
は
印
を
押
し
、
そ
の
印

章
の
情
報
を
記
し
た
紙
を
指
し
ま
す
。

江
戸
後
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
太
宰
府

在
住
の
絵
師
、
文
人
と
し
て
活
躍
し
た
吉
嗣

家
に
は
こ
の
印
箋
が
70
点
ほ
ど
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
印
章
を
制
作
し
た
篆
刻
家
が
そ
の

証
明
に
印
箋
を
作
成
し
て
い
た
よ
う
で
、
多

く
は
詩
書
画
の
道
で
活
躍
し
た
吉
嗣
拝
山
と

そ
の
息
子
鼓
山
に
宛
て
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。印

箋
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
縦
15

㎝
、
横
10
㎝
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
罫
線
の
中

に
作
成
し
た
印
章
を
押
印
し
、
そ
の
印
文
を

記
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
制
作
年
月
と
自
身

の
名
前
や
号
、
誰
に
宛
て
て
作
っ
た
も
の
か

を
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
枠
線
に
あ
た
る

罫
線
に
は
、
笹
を
連
想
さ
せ
る
も
の
や
、
雷

文
と
い
う
中
国
で
使
用
さ
れ
る
幾
何
学
模
様

な
ど
、
多
様
な
文
様
が
あ
し
ら
わ
れ
て
お

り
、
当
時
の
人
々
の
美
的
感
覚
を
伺
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。

吉
嗣
家
に
多
く
の
印
章
が
遺
っ
て
い
る

こ
と
は
太
宰
府
の
文
化
財
４
２
１
号
(
広
報

だ
ざ
い
ふ
令
和
２
年
６
月
１
日
号
)
で
紹

介
し
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
作
者
や
制

作
年
代
が
分
か
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
し

か
し
、
印
箋
に
記
さ
れ
た
内
容
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
印
章
本
体
か
ら
は
知
る

こ
と
の
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
付
随
情
報

を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
治
期

の
文
人
吉
嗣
拝
山
や
息
子
の
鼓
山
が
ど
う

い
う
人
物
と
交
流
し
画
業
を
営
ん
で
い
た

の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
６
月
５
日
㈯
か
ら
開
催
さ
れ
る

太
宰
府
の
絵
師
展
「
秋
圃
と
拝
山-

太
宰
府

に
偉
才
あ
り-

」
で
は
今
回
ご
紹
介
し
た
印

箋
を
は
じ
め
、
吉
嗣
家
に
伝
わ
る
作
品
や

資
料
、
江
戸
後
期
か
ら
活
躍
し
た
町
絵
師

齋
藤
秋
圃･

梅
圃
の
作
品
と
資
料
を
展
示
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

(
文
化
財
課　

木
村　

純
也
)

吉嗣家に伝わる印箋

び

ん

せ

ん

は

い

ざ

ん

は

い

ざ

ん

ば

い 

ほ

き 

む

ら　
　

じ
ゅ
ん 

や

し
ゅ
う 

ほ

け

い

せ

ん

こ 

ざ

ん

ふ 

せ

ん

お
知
ら
せ

■
太
宰
府
の
絵
師
展
「
秋
圃
と
拝
山

-

太
宰
府
に
偉
才
あ
り

-

」
を
開
催
し
ま
す
。

会
期　

６
月
５
日
㈯
~
７
月
18
日
㈰　

月
曜
休
館

会
場　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館　

１
階
多
目
的
展
示
室　

※

観
覧
無
料

問
い
合
わ
せ　

文
化
財
課(

☎
内
線
４
７
７)

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
開
催
期
間
変
更
の
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

太

宰

府

の

文

化

財
433

「
吉
嗣
家
の
印
箋
」

よ
し 
つ
ぐ

い
ん 

せ

ん
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大
野
城
は
今
か
ら
１
３
５
０
年
ほ
ど

前
に
、
大
宰
府
政
庁
跡
の
背
後
に
位
置
す

る
四
王
寺
山
に
造
ら
れ
た
古
代
山
城
で
、

現
在
は
特
別
史
跡
大
野
城
跡
と
し
て
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
城
は
標
高
約
４
１

０
ｍ
の
四
王
寺
山
の
全
周
約
８
㎞
に
わ

た
っ
て
土
塁
や
石
塁
を
張
り
巡
ら
せ
て
お

り
、
日
本
最
大
級
の
朝
鮮
式
山
城
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

大
野
城
は
山
城
と
し
て
の
機
能
の
ほ

か
大
宰
府
の
外
郭
と
し
て
の
役
割
も
担
い

ま
し
た
。
ま
た
の
ち
に
山
中
に
つ
く
ら
れ

た
四
王
寺
(
四
王
院
)
で
は
、
東
方
の
持

国
天
、
南
方
の
増
長
天
、
西
方
の
広
目

天
、
北
方
の
多
聞
天
と
い
う
四
方
を
守
護

す
る
四
天
王
に
祈
祷
す
る
四
天
王
法
を
行

い
、
国
家
守
護
や
国
内
鎮
護
な
ど
宗
教
拠

点
と
し
て
の
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
ま
た

平
安
時
代
に
な
る
と
山
中
に
多
く
の
経
塚

が
築
か
れ
る
な
ど
、
な
が
く
聖
域
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
西
国
三

十
三
ヵ
所
観
音
霊
場
に
あ
や
か
り
、
山
中

に
観
音
菩
薩
の
霊
場
が
作
ら
れ
、
昭
和
初

期
ま
で
は
盛
ん
に
参
拝
さ
れ
て
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
市
民
遺
産
第
15

号
「
四
王
寺
山
の
三
十
三
石
仏
」
と
し
て

市
民
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
大
野
城
跡
は
古
代

か
ら
現
代
ま
で
多
種
多
様
な
歴
史
が
重
層

的
に
重
な
り
あ
い
な
が
ら
存
在
す
る
貴
重

な
史
跡
で
す
。

近
年
、
こ
の
特
別
史
跡
大
野
城
跡
内

で
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
獣
害
に
よ
り
土
塁
や

園
路
の
き
損
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
令
和
２
年
度
に
こ
の
大
野
城
跡
の

尾
花
地
区
土
塁
お
よ
び
周
辺
部
の
散
策
路

な
ど
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
令

和
２
年
度
コ
ロ
ナ
対
策
事
業
交
付
金
事
業

(
コ
ロ
ナ
滅
観
光
ル
ー
ト
四
王
寺
山
)
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
園
路

に
は
主
に
散
策
向
け
と
し
て
史
跡
保
全
と

歩
行
に
考
慮
し
た
土
系
舗
装
を
施
し
て
お

り
、
園
路
の
外
側
に
は
イ
ノ
シ
シ
対
策
用

の
保
護
シ
ー
ト
を
張
り
巡
ら
し
ま
し
た
。

史
跡
地
を
巡
る
史
跡
見
学
の
ほ
か
、

屋
外
で
の
健
康
増
進
目
的
で
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
や
散

歩
に
も
ど

う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ

い
。

　文
化
財
課

髙
橋　

学

0 20 40 60 80 m

整備後の園路（土塁上部から）C地区

整備後の園路（土塁下部から）C地区

特別史跡大野城跡尾花地区整備工事を行った箇所

A・C地区…法面保護工事

Ｂ・D地区…園路工事

Ｅ地区 ……排水工事

た

か

は

し　
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特
別
史
跡
大
野
城
跡
を
歩
く
(
尾
花
地
区
)

40広報だざいふ 2021.7.1 （令和 3年）



編集/太宰府市総務部経営企画課：〒818-0198　  太宰府市観世音寺一丁目1番1号
　　　　 ☎092(921)2121　　FAX(921)1601　　　　　keiei-kikaku@city.dazaifu.lg.jp

太宰府市公式SNSの
フォローお願いします！

皆
さ
ん
も
見
慣
れ
て
い
る
こ
の
景
色
、

こ
の
場
所
(
特
別
史
跡
大
宰
府
跡
)
は
、
大

正
３
(
１
９
２
１
)
年
に
国
史
跡
に
指
定
さ

れ
て
か
ら
本
年
で
１
０
０
年
を
迎
え
ま
し

た
。
今
回
は
、
大
宰
府
政
庁
跡
の
正
殿
跡
に

建
っ
て
い
る
大
宰
府
跡
を
顕
彰
す
る
３
基

の
石
碑
の
う
ち
、
最
も
古
い
中
央
の
石
碑

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

石
碑
の
正
面
に
は
、
「
都
督
府
古
趾
」
と

あ
り
ま
す
。「
都
督
府
」
と
は
、
大
宰
府
の
事

を
指
し
、
も
と
は
古
代
中
国
で
使
わ
れ
て

い
た
統
括
者
が
執
務
を
行
な
う
官
庁
と

い
っ
た
意
味
の
語
で
す
。
石
碑
が

示
し
て
い
る
の
は
、
「
大
宰
府
が

昔
あ
っ
た
場
所
」
と
い
っ
た
意
味

に
な
り
ま
す
。

背
面
に
は
、
「
明
治
四
年
歳
在

辛
未
七
月
穀
旦　

御
笠
郡
乙
金

村
前
大
保
正
髙
原
美
徳
建
」
と
彫

ら
れ
、
こ
の
碑
が
明
治
４(
１
８
７
１
)年
７

月
吉
日
に
御
笠
郡
乙
金
村
(
現
在
の
大
野

城
市
乙
金
)
の
髙
原
美
徳
と
い
う
人
物
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

石
碑
を
自
費
で
建
て
た
髙
原
善
七
郎
美

徳
は
、
天
明
７
(
１
７
８
７
)
年
に
髙
原
家

七
代
目
美
清
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
33

歳
の
と
き
に
観
世
音
寺
村
庄
屋
を
務
め
た

ほ
か
、
各
地
で
庄
屋
を
歴
任
し
、
81

歳
で
退

役
す
る
ま
で
御
笠
郡
内
の
村
政
に
関
わ
っ

た
人
望
の
厚
い
人
物
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

ま
す
。

長
年
、
善
七
郎
は
こ
の
大
宰
府
政
庁
跡

(
都
府
楼
跡
)
が
荒
れ
果
て
て
人
々
に
見
向

き
も
さ
れ
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い
た
よ
う

で
す
。
石
碑
が
建
て
ら
れ
る
１
年
前
の
明

治
３
(
１
８
７
０
)
年
７
月
、
善
七
郎
は
積

年
の
念
願
で
あ
っ
た
石
碑
の
建
立
を
御
笠

郡
司
民
曹
(
旧
郡
奉
行
)
に
願
い
出
ま
し

た
。
そ
の
願
書
の
控
え

が
同
家
に
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
、
〝
都
府

楼
跡
の
事
が
歴
史
書
に

も
登
場
し
、
世
間
の
人

に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
現

地
に
標
石
な
ど
も
な

く
、
遠
く
か
ら
き
た
旅

行
者
が
気
付
か
ず
に
通

り
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と

が
残
念
だ
と
い
う
話
も
多
く
聞
く
の
で
、

標
石
を
建
て
た
い
と
か
ね
て
か
ら
志
し
て

い
た
〟
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
、
善
七
郎

の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
と
も

に
、
こ
の
場
所
が
当
時
、
地
元
の
人
々
か
ら

も
大
切
に
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

碑
が
建
て
ら
れ
て
50

年
後
の
今
か
ら

ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
、
日
本
で
初
め
て

の
国
史
跡
の
指
定
に
お
い
て
、
水
城
跡
と

共
に
大
宰
府
跡
は
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
史

跡
指
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
石
碑
を
通
し
て

伝
え
ら
れ
て
き
た
大
宰
府
跡
へ
の
思
い

は
、
指
定
か
ら
１
０
０
年
経
っ
た
今
日
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
心
を
寄
せ
、
関
わ
り
、

つ
な
が
れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

正殿に立つ３基の顕彰碑（中央が「都督府古趾碑」）

石碑の拓影（文化ふれあい館蔵）

た

か

は

ら 

び 

と

く

け

ん
し
ょ
う

た

か

は

ら

ぜ

ん

し

ち

ろ

う 

び

え

ん

ど

う　
　

あ
か
ね

び 

せ

い

お
知
ら
せ

８
月
14
日
㈯
か
ら
始
ま
る
「
ま
る
ご

と
太
宰
府
歴
史
展
２
０
２
１
」で
は
、
史

跡
指
定
１
０
０
年
を
特
集
し
て
い
ま

す
。記
事
中
で
紹
介
し
て
い
る
髙
原
善

七
郎
に
よ
る
「
石
碑
建
立
の
願
書
(
控
)」

も
展
示
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
文
化
ふ
れ

あ
い
館
に
来
館
し
て
く
だ
さ
い
。詳
細

は
、
ス
ポ
ー
ツ
＆
カ
ル
チ
ャ
ー
８
月
号

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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１
０
０
年
を
越
え
て
つ
な
が
る
思
い―

都
督
府
古
趾
碑

と 

と

く 

ふ　

こ　

し　

ひ
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昭
和
30
年
に
旧
太
宰
府
町
と
旧
水
城
村

が
合
併
し
、
新
太
宰
府
町
と
し
て
新
た
に

動
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の
「
広
報
だ
ざ
い

ふ
」
も
昭
和
30
年
８
月
10
日
に
第
１
号
が

刊
行
さ
れ
、
今
回
で
１
０
０
０
号
目
を
迎

え
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
回
は
町
村
合
併
の
直
前
、
昭

和
20
年
代
後
半
の
史
跡
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
太
宰
府
市
に
は

８
つ
の
史
跡
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

当
時
は
、
大
宰
府
跡
、
水
城
跡
、
大
野
城
跡
、

筑
前
国
分
寺
跡
、
国
分
瓦
窯
跡
の
５
つ
の

史
跡
で
、
大
半
が
当
時
の
水
城
村
に
所
在

し
て
い
ま
し
た
。

特
に
大
宰
府
跡
に
つ
い
て
は
、
昭
和
26

年
に
水
城
村
長
が
「
太
宰
府
跡
保
存
趣
意

書
」
を
作
成
し
、
村
が
主
体
と
な
っ
て
史
跡

保
存
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
主
張
し
て
い

ま
す
。

実
際
に
昭
和
25
年
度
以
降
は
、
継
続
的

に
史
跡
保
存
に
関
す
る
予
算
が
計
上
さ

れ
、
昭
和
26
年
に
は
史
跡
整
備
と
し
て
大

宰
府
政
庁
跡
の
東
西
に
位
置
す
る
蔵
司
と

月
山
(
辰
山
)
を
結
ぶ
道
路
が
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
。

昭
和
28
年
に
は
甘
木
町
(
現 

朝
倉
市
)

の
呼
び
か
け
で
「
都
府
楼
礎
石
復
元
祭
」
が

行
わ
れ
、
散
逸
し
て
い
た
大
宰
府
政
庁
跡

の
礎
石
が
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に

返
還
さ
れ
た
礎
石
は
一
つ
で
し
た
が
、
礎

石
を
乗
せ
た
牛
車
を
中
心
に
行
列
が
組
ま

れ
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
甘
木
町
を
出

発
し
た
礎
石
は
、
三
輪
町
・
夜
須
町(

現

　

筑
前
町
)
を
通
り
、
太
宰
府
町
に
入
り
ま

す
。
太
宰
府
町
に
入
っ
た
礎
石
は
、
三
味
線

な
ど
で
賑
や
か
に
囃
し
な
が
ら
太
宰
府
天

満
宮
を
出
発
し
大
宰
府
政
庁
跡
に
到
着
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
礎
石
を
返
還
す
る
行
列

が
通
過
し
た
三
輪
町
な
ど
で
は
小
学
校
の

児
童
に
文
化
財
保
護
の
大
切
さ
や
礎
石
に

つ
い
て
講
話
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
昭
和
25
年
に
施

行
さ
れ
た
「
文
化
財
保
護
法
」
に
影
響
を
受

け
た
と
考
え
ら
れ
、
史
跡
の
保
存
だ
け
で

な
く
、
史
跡
整
備
や
活
用
に
も
目
が
向
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

同
時
期
に
は
特
別
史
跡
指
定
へ
の
請
願

書
な
ど
も
出
さ
れ
、
昭
和
28
年
に
大
宰
府

跡
、
水
城
跡
、
大
野
城
跡
が
特
別
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
20
年
代
後
半
の
こ
う
し
た
史
跡
の

保
存
や
整
備
、
活
用
に
関
す
る
活
動
が
、
現

在
の
史
跡
保
存
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま

す
。

文
化
財
課　

沖
田
正
大

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

戦後初期、水城村における史蹟保存行政の状況

（『「古都太宰府」の展開』太宰府市史 通史編別編より転載、一部加工）

昭和28年礎石返還の行列（太宰府天満宮境内で撮影　個人蔵）

（画像提供　太宰府市文化ふれあい館）

現在の整備された大宰府政庁跡

お

き 

た 

ま

さ

ひ

ろ

太

宰

府

の

文

化

財
436

町
村
合
併
前
夜
の
史
跡　

 
―

 

昭
和
20

年
代
後
半 

―
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太
宰
府
市
の
名
の
由
来
と
も
い
え
る
古

代
日
本
最
大
の
地
方
官
司
大
宰
府
は
、
本

市
に
置
か
れ
、
そ
の
証
と
し
て
特
別
史
跡

大
宰
府
跡
、
そ
し
て
付
帯
す
る
施
設
で
あ

る
水
城
跡
、
大
野
城
跡
な
ど
大
宰
府
関
連

史
跡
群
が
、
太
宰
府
に
生
き
た
先
人
た
ち

に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
現
代
を
生
き
る

私
た
ち
の
前
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
今
年

は
、
大
宰
府
跡
、
水
城
跡
が
史
跡
指
定
さ
れ

て
１
０
０
年
を
迎
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

を
通
じ
て
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の

史
跡
指
定
１
０
０
年
を
考
え
る
時
、
同
時

に
指
定
さ
れ
た
も
の
は
史
跡
だ
け
で
な
く

北
海
道
阿
寒
湖
の
マ
リ
モ
な
ど
天
然
紀
念

物
を
含
め
広
く
文
化
財
と
呼
称
さ
れ
る
も

の
が
指
定
さ
れ
未
来
の
国
民
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
し
て
国
の
保
護
措
置
が
動
き
始
め

ま
し
た
。
１
０
０
年
前
と
い
え
ば
大
正
10

(
１
９
２
１
)
年
、
日
本
近
代
が
幕
開
け
し

よ
う
と
し
い
て
い
た
明
治
元
年
か
ら
50

年

あ
ま
り
が
経
過
し
た
世
の
中
で
す
。
ど
の

よ
う
な
世
の
中
の
動
き
の
中
で
大
宰
府

跡
、
水
城
跡
が
史
跡
指
定
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

我
が
国
初
の
文
化
財
保
護
に
関
す
る
立

法
措
置
は
、
明
治
30
(
１
８
９
７
)
年
の
「
古

社

寺

保

存

法
」
が
最
初

と
い
わ
れ
て

い

ま

す
。
こ

の
立
法
措
置

か
ら
さ
ら
に

遡
る
こ
と
４

半
世
紀
前
、

当
時
の
外
務

省
が
「
集
古
館
」
、
い
わ
ば
博
物
館
建
設
を

太
政
官
に
献
言
し
、
そ
の
後
、
当
時
の
大
学

(
文
部
省
の
前
身
)
が
再
度
「
集
古
館
」
建
設

を
献
言
し
ま
す
。
そ
の
際
、
建
設
が
困
難
で

あ
れ
ば
古
い
文
物
の
散
逸
、
滅
失
な
ど
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を

求
め
ま
す
。
こ
の
献
言
に
応
え
る
形
で
、

「
古
器
旧
物
保
存
」
に
つ
い
て
太
政
官
が
布

告
し
ま
す
。
そ
し
て
明
治

13
(
１
８
８
０
)

年
か
ら
全
国
の
美
術
品
調
査
が
開
始
さ
れ

国
家
に
よ
る
文
化
財
の
選
別
評
価
が
本
格

的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
評
価
に
基
づ
く
選
別
指
定
と
保
護
措
置

が
先
に
記
し
た
「
古
社
寺
保
存
法
」
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
我
が
国
初
の
法
制

化
間
も
な
く
し
て
、
日
清
日
露
戦
争
後
の

殖
産
興
業
政
策
に
よ
る
国
土
の
急
激
な
改

変
(
開
発
)
が
起
こ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
る

今
で
言
う
と
こ
ろ
の
史
跡
・
名
勝
・
天
然

紀
念
物
な
ど
を
保
護
す
る
気
運
が
国
会
議

員
よ
り
起
っ
て
き
ま
す
。
彼
ら
に
よ
っ
て

貴
族
院
に
対
し
「
史
蹟
及
天
然
紀
念
物
保

存
二
関
ス
ル
建
議
案
」
が
提
出
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
「
郷
土
保
全
」
運
動
と
も
関
係
深
い
と

さ
れ
、
自
然
・
歴
史
の
諸
環
境
の
総
合
的

保
護
の
流
れ
の
中
で
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
世

界
的
な
文
化
財
保
護
の
流
れ
の
中
で
、
大

正
８
(
１
９
１
９
)
年
に
「
史
蹟
名
勝
天
然

紀
念
物
保
存
法
」
が
制
定
さ
れ
、
日
本
近
代

に
お
い
て
は
じ
め
て
遺
跡
保
護
の
た
め
の

体
系
的
な
法
律
が
動
き
始
め
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
社
会
情
勢
下
に
お
い
て
、
大
正
10

(
１
９
２
１
)
年
３
月
３
日
に
大
宰
府
跡
、

水
城
跡
が
国
の
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
気
に
な
る
こ
と
が
一

つ
、
先
に
制
定
さ
れ
た
「
古
社
寺
保
存
法
」

が
「
保
存
金
(
現
在
の
国
庫
補
助
金
)
」
の
交

付
に
よ
る
保
護
措
置
を
有
し
て
い
た
こ
と

と
異
な
り
、
こ
の
制
度
を
と
り
入
れ
ず
、
近

代
国
家
に
よ
る
天
皇
制
に
つ
な
が
る
歴
史

の
選
別
保
護
顕
彰
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。

本
市
に
あ
る
大
宰
府
、
水
城
は
日
本
古

代
の
歴
史
書
に
記
載
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ

の
現
物
の
上
に
た
つ
こ
と
が
で
き
、
五
感

で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
史
跡
指
定

の
い
き
さ
つ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
・
歴

史
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
住
み
生

き
て
き
た
先
人
た
ち
が
受
け
継
い
で
き

た
、
「
原
風
景
」
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

文
化
財
課　

中
島　

恒
次
郎

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

大正十年史跡指定石標

上：太宰府阯　　下：水城阯

な

か

し

ま

　
　 

こ

う 

じ 

ろ

う

太

宰

府

の

文

化

財
438

１
０
０
年
前
の
「
史
跡
指
定
」
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本
市
の
文
化
財
審
議
会
で
あ
る
太
宰
府

市
文
化
財
専
門
委
員
会
よ
り
令
和
３
年
７

月
28

日
に
出
さ
れ
た
答
申
を
受
け
て
、
８

月
30

日
付
け
で
新
た
に
１
件
が
太
宰
府
市

指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、

市
指
定
文
化
財
は
合
計
33

件
と
な
っ
て
い

ま
す
。

【
市
指
定
有
形
文
化
財
(
考
古
資
料
)
１
件
】

脇
道
遺
跡
出
土
旧
石
器
時
代
石
器
群

脇
道
遺
跡
は
、
大
佐
野
川
右
岸
の
丘
陵

裾
部
の
標
高
約
38

ｍ
に
立
地
す
る
旧
石
器

時
代
か
ら
古
代
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で

す
。
佐
野
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
と

も
な
っ
て
平
成
９
(
１
９
９
７
)
年
度
に
実

施
し
た
発
掘
調
査
(
脇
道
遺
跡
第
４
次
調

査
)
に
お
い
て
、
現
地
表
面
か
ら
０
・
８
~

２
ｍ
の
深
さ
の
土
層
中
か
ら
、
石
器
と
共

に
多
量
の
剝
片
(※

)
類
が
ま
と
ま
っ
て
出

土
し
、
合
わ
せ
て
１
千
３
８
０
点
を
数
え

ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
約
２
万
９
千
年
前
に
現
在

の
鹿
児
島
湾
で
噴
火
し
た
姶
良
丹
沢
火
山

の
火
山
灰
(
姶
良
Ｔ
ｎ
火
山
灰
)
の
堆
積
層

よ
り
も
上
部
の
土
層
か
ら
出
土
し
、
後
期

旧
石
器
時
代
の
後
半
期
に
位
置
付
け
ら
れ

ま
す
。
指
定
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
多
量

に
出
土
し
た
石
製
遺
物
の
う
ち
、
定
形
的

な
石
器
と
い
え
る
70

点
で
す
。
そ
の
内
訳

は
、
台
形
石
器
14

点
、
削
器
・
掻
器
(
ス
ク

レ
イ
パ
ー
)
43

点
、
ナ
イ
フ
形
石
器
３
点
、

剝
片
尖
頭
器
１
点
、
彫
刻
刀
形
石
器
３
点
、

鋸
歯
縁
石
器
４
点
、
敲
石
２
点
で
、
狩
り
の

道
具
よ
り
も
、
皮
な
め
し
や
木
を
削
っ
た

り
と
加
工
に
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
道
具

が
多
い
点
が
特
徴
で
す
。
脇
道
遺
跡
が
当

時
の
人
々
の
暮
ら
し
の
拠
点
と
な
る
場
で

あ
っ
た
事
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
人
々
の
活
動
の
痕
跡
を

示
す
も
の
と
し
て
は
最
も
古
い
時
代
の
文

化
財
で
あ
り
、
大
変
重
要
な
資
料
で
す
。

※

剝
片…

石
器
を
作
る
際
に
生
じ
る
石
の

破
片

文
化
財
課
調
査
係　

遠
藤　

茜

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

【指定された石器の一部】

← 台形石器
だ い け い せ っ  き

さ っ  き そ う  き

は く へ ん せ ん と う  き

← 削器・掻器

← ナイフ形石器（左）・剝片尖頭器（右）

え

ん

ど

う　
　

あ
か
ね

台形の形をした石器をこう

呼んでいます。脇道遺跡出

土のものは、大型品や特徴

的な形状のものがあり、削

る用途などに使われたと考

えられています。

突き刺す・切る道具と考えられて

います。

削ったり、掻(か)き

取ったり、皮をなめし

たりする道具と考えら

れています。

あ

い 

ら 

た

ん

ざ

わ

わ

き

ど

う 

い 

せ

き
し
ゅ
つ

ど 

き
ゅ
う
せ

っ

き　

じ

だ

い

せ

っ

き 

ぐ

ん

さ

っ 

き　
　
　

そ

う 

き

せ

ん

と

う 

き
は

く

へ
ん

き

ょ 

し 

え

ん

た
た
き
い
し

太

宰

府

の

文

化

財
439

本
年
に
新
指
定
さ
れ
た
文
化
財
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ホ
ン
ゲ
ン
ギ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
る
正
月
の

火
焚
き
行
事
が
今
も
市
域
の
各
所
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
自
治
会
や
子
ど
も
会
な
ど
の
地

域
の
団
体
が
年
末
か
ら
竹
や
藁
な
ど
を
集

め
て
、
１
月
６
日
ま
で
に
広
場
や
田
圃
に

櫓
を
組
み
ま
す
。
櫓
の
高
さ
は
３
~
５
ｍ

く
ら
い
で
、
地
域
に
よ
っ
て
大
小
あ
り
ま

す
。
中
央
に
先
端
に
枝
葉
を
残
し
た
竹
を

立
て
、
そ
の
周
り
を
囲
む
よ
う
に
組
ん
だ

り
、
直
径
２
~
３
ｍ
ほ
ど
の
円
筒
状
や
円

錐
状
に
立
て
た
り
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

注
連
縄
や
松
飾
り
な
ど
の
正
月
の
お
飾
り

を
一
緒
に
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
地
域
に

よ
り
そ
の
形
は
変
化
に
富
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
１
月
７
日
早
朝
に
火
を
付
け
み
ん

な
で
炎
が
上
が
る
の
を
見
守
り
ま
す
。
書

初
め
し
た
紙
を
投
げ
入
れ
て
焼
い
た
り
、

正
月
の
お
飾
り
を
投
げ
入
れ
た
り
し
ま

す
。
そ
の
後
、
櫓
に
近
づ
け
る
程
度
に
燃
え

た
と
こ
ろ
で
、
持
参
し
た
餅
を
焼
い
て
食

べ
た
り
も
し
ま
す
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、

ぜ
ん
ざ
い
な
ど
を
準
備
し
て
ふ
る
ま
う
と

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

か
つ
て
は
ム
ラ
の
ク
ミ
な
ど
毎
に
、
河

原
や
広
場
な
ど
の
開
け
た
場
所
に
竹
で
骨

組
み
を
し
、
藁
や
萱
な
ど
よ
く
燃
え
る
も

の
で
櫓
を
立
て
燃
や
し
悪
疫
退
散
、
無
病

息
災
な
ど
を
願
う
火
焚
き
の
行
事
で
子
ど

も
組
や
青
年
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在

と
同
様
、
正
月
飾
り
や
書
初
め
な
ど
を
一

緒
に
焼
き
、
餅
を
焼
い
て
食
べ
、
あ
る
い
は

持
ち
帰
っ
て
七
草
汁
に
入
れ
て
い
ま
し

た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
イ
エ
毎
に
小
さ
な

火
焚
き
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ホ
ン
ゲ
ン
ギ
ョ
ウ
に
似
た
行
事
は
全
国

で
行
わ
れ
て
お
り
、
「
さ
ぎ
っ
ち
ょ
(
左
義

長
)
」
や
「
ど
ん
ど
焼
き
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
が
、
多
く
が
１
月
15

日
の
小
正
月

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
太
宰
府
の
よ
う
に

１
月
７
日
に
行
う
の
は
九
州
地
方
に
多
い

よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宮
中
で
の

正
月
の
行
事
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
ま
す

が
、
厄
払
い
の
行
事
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

近
年
は
野
焼
き
な
ど
外
で
火
を
焚
く
こ

と
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
、

ホ
ン
ゲ
ン
ギ
ョ
ウ
は
特
に
子
ど
も
に
と
っ

て
大
き
な
裸
火
と
接
す
る
貴
重
な
機
会
に

も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

文
化
財
課　

城
戸　

康
利

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

北谷 観世音寺

国分 三条 坂本

き　

ど　
　
　

や

す

と

し

は
だ
か

び

わ

ら

や
ぐ
ら

太

宰

府

の

文

化

財
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ホ
ン
ゲ
ン
ギ
ョ
ウ
　
~
市
内
各
地
~
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