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かつて「京極大路」と呼ばれた道（南から）

「府中宇佐町」推定地（西鉄五条駅前、東から）

い
の
う

え

の
ぶ
ま
さ

太
宰
府
の
文
化
財
452

歴
史
・
文
化
豊
か
な
ま
ち
と
し
て
知
ら

れ
る
太
宰
府
市
。
こ
れ
を
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
と
、
古
い
ま
ち
を
表
す
「
古
都
」
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
認

定
の
日
本
遺
産
は
「
古
代
日
本
の
『
西
の

都
』」、
新
元
号
発
祥
に
か
か
わ
っ
て「
令
和

の
都
」と
、「
都
」も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

も
と
も
と
都
と
は
天
皇
な
ど
国
の
支
配

者
が
住
ま
う
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

太
宰
府
に
用
い
る
の
は
相
応
し
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
か
つ
て
の
大
宰
府
に
は
都
に
よ

く
似
た
街
が
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は
「
天
下

の
一
都
会
」と
記
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
開
か

れ
た
一
大
拠
点
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

街
の
広
さ
は
当
時
の
都
と
比
べ
る
と
半

分
以
下
で
す
が
、
東
西
南
北
に
方
位
を
合

わ
せ
た
街
区
が
碁
盤
目
状
に
整
然
と
な
ら

び
、
多
く
の
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
都
で

あ
れ
ば
宮
殿
が
置
か
れ
た
街
の
北
辺
に
大

宰
府
政
庁
や
役
所
が
置
か
れ
、
役
所
域
の

正
門
(
朱
雀
門
)
か
ら
幅
広
い
中
央
大
路

(
朱
雀
大
路
)
が
南
へ
伸
び
、
こ
れ
に
沿
っ

て
高
級
官
人
の
館
や
外
国
使
節
が
滞
在
す

る
客
館
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
「
大
宰
府
条
坊
」
と
呼
ぶ
こ
の
街
の

研
究
は
、
古
記
録
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
街
は
「
郭
」「
府
郭
」
と
記
さ

れ
、
政
庁
・
朱
雀
大
路
よ
り
東
を「
左
郭
」、

西
を
「
右
郭
」
と
呼
び
、
左
郭
司
・
右
郭
司

が
そ
れ
ぞ
れ
街
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
都
で
は
左
京
・
右
京
と
よ
び
、
左

京
職
・
右
京
職
が
管
理
し
た
の
と
同
じ
で

す
。
街
区
の
位
置
を
表
す
「
条
」「
坊
」
の
用

語
を
使
う
の
も
都
と
同
じ
で
、
記
録
に
み

え
る
街
の
広
さ
は
南
北
が
22
条
、
右
郭
は

８
坊
、
左
郭
は
12
坊
が
最
大
数
で
す
。
発
掘

調
査
で
も
こ
れ
と
同
じ
範
囲
で
条
坊
区
画

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
大
分
県
宇
佐
市
の
宇
佐
八
幡
宮

が
所
蔵
す
る
古
文
書
(
通
称
『
宇
佐
大
鏡
』)

の
久
安
４
(
１
１
４
８
)
年
の
記
録
に
は
、

「
左
郭
七
条
(※

条
坊
東
半
の
北
か
ら
７
番

目
の
区
画
の
意
)
」
に
28
軒
か
ら
な
る
「
府

中
宇
佐
町
」が
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
北
は

「
馬
場
」、
南
は
田
、
西
は「
馬
出
子
午
小
道
」

(※

子
午
と
は
南
北
の
こ
と
)、
そ
し
て
東
は

「
京
極
大
路
」で
限
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち「
馬
場
」「
馬
出
」は
、
江
戸
時

代
の
絵
図
『
大
野
城
太
宰
府
旧
蹟
全
図

北
』(
市
指
定
有
形
文
化
財
、
江
戸
時
代
)

を
み
る
と
、
今
の
五
条
地
区
付
近
に
あ
っ

た
地
名
と
わ
か
り
ま
す
。

注
目
は
「
京
極
大
路
」
で
す
。「
京
」
の

「
極(
き
わ
み
、
果
て
)
」の
「
大
路
」、
す
な

わ
ち
都
で
あ
る
「
京
」
の
街
は
ず
れ
に
あ

る
大
通
り
を
指
す
用
語
で
す
。
本
来
な
ら

こ
の
道
は
「
郭
極
大
路
」
な
ど
と
記
す
べ

き
で
し
ょ
う
が
、
平
安
時
代
の
人
び
と
も

大
宰
府
の
街
を
「
京
」
に
見
立
て
て
い
た

こ
と
を
、
こ
の
記
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

前
述
の
よ
う
に
左
郭
の
最
大
数
は
12

坊
で
す
の
で
、
こ
の
記
録
か
ら
府
中
宇
佐

町
は
左
郭
七
条
の
十
二
坊
に
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て「
京
極
大
路
」が
左
郭
十
二
坊

路
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

復
元
す
る
と
、「
府
中
宇
佐
町
」は
西
鉄
五

条
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
を
中
心
と
す
る
一

帯
に
推
定
さ
れ
、
駅
の
東
の
踏
切
を
通
る

南
北
の
道
路
が
、
か
つ
て「
京
極
大
路
」と

呼
ば
れ
た
古
道
と
い
え
ま
す
。

文
化
財
課
　
　
　
井
上
　
信
正

古
代
大
宰
府
の
「 

き
ょ
う
ご
く   

お
お 

　じ

京
極
大
路
」

表紙関連P２

今回は市制施行40周年の太宰府市

と同い年の職員と語りました。

楠田大蔵市長

40歳を迎える市
職員

市制施行40周年
記念　令和５年
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