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か
つ
て
俗
に
「
三
浦
の
碑
」

と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
天
満
宮

の
表
参
道
に
あ
た
る
御
笠
川
沿

い
の
五
条
橋
東
側
と
、
粕
屋
・

宇
美
方
面
か
ら
の
裏
参
道
と
な

る
三
浦
橋
あ
た
り
に
建
て
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
三
浦
と
い
う
の

は
紀
伊
の
和
歌
浦
、
伊
勢
の
二

見
ヶ
浦
、
筑
前
の
箱
崎
浦
の
こ

と
で
、
そ
こ
の
「
御
潮
井
」
を

持
っ
て
き
て
川
の
水
を
清
め
、

太
宰
府
に
参
詣
に
訪
れ
る
人
々

が
身
を
清
め
る
よ
う
に
し
て
い

た
よ
う
で
す
。
ど
ち
ら
の
碑
も

洪
水
で
流
さ
れ
、
五
条
橋
の
碑

は
河
川
改
修
で
発
見
さ
れ
、
し

ば
ら
く
天
満
宮
に
あ
ず
け
ら
れ

て
い
た
後
、
今
の
五
条
橋
の
袂

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
文
政

（

）
年
の
も
の
で
仙

　
和
尚
の
筆
で
す
。
三
浦
橋
あ

た
り
に
あ
っ
た
碑
は
行
方
知
れ

ず
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

平
成

（

）
年
の
豪

雨
災
害
の
復
旧
工
事
の
と
き
に
、

双
葉
老
人
ホ
ー
ム
の
前
に
あ
る

高
砂
橋
の
上
流
で
発
見
さ
れ
ま

し
た
。

　
碑
文
か
ら
明
治

（

）

年
に
北
谷
村
・
齋
藤
孫
次
さ
ん

と
大
石
村
（
現
筑
紫
野
市
）
・

市
川
伊
作
さ
ん
が
寄
付
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
五
条
橋
の

碑
は
江
戸
時
代
の
も
の
で
す
か
ら
、

三
浦
橋
あ
た
り
の
碑
も
き
っ
と

同
時
代
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
洪
水
で
行

方
不
明
な
り
、
明
治

年
に
新

た
に
建
て
ら

れ
て
い
た
の

だ
と
想
像
さ

れ
ま
す
。
こ

の
付
近
が
三

浦
の
潮
井
を
も
っ
て

清
め
ら
れ
た
大
事
な
場
所

で
あ
っ
た
こ
と
が
人
か
ら
人
へ

伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。

　
現
在
は
発
見
さ
れ
た
高
砂
橋

の
下
流
側
の
東
に
建
て
ら
れ
て

　

お

し
お

い

た
も
と

涯

ゆ
く

え

太宰府天満宮

西鉄太宰府駅

太宰府小学校

い
ま
す
。

文
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財
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城
戸
　
康
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▲三浦の碑、碑文
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か
ん
ぺ
い
し
ょ
う
し
ゃ

は
い

ぶ
つ

き

し
ゃ
く

か
す
み

ぼ

し
ゃ

け

ち
ょ
う

　
年
間

万
人
の
観
光
客
を

迎
え
入
れ
て
き
た
太
宰
府
。
こ
こ

２
年
間
は
九
州
国
立
博
物
館
の
開

館
に
よ
っ
て
昨
年
度
で

万

人
近
く
の
人
々
が
、
太
宰
府
を
訪

れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
な
か

で
も
正
月
の
天
満
宮
は
、
全
国
的

な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
ほ
ど
の
賑
わ

い
を
み
せ
ま
す
。

　
今
回
紹
介
す
る
一
枚
の
絵
図
は
、

太
宰
府
天
満
宮
の
有
様
を
伝
え
る

も
の
の
一
つ
で
、
明
治

（
１
８

９
４
）
年
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る

絵
図
で
す
。
『
太
宰
府
神
社
』
と

は
、
明
治

（
１
８
７
１
）
年
に

改
称
さ
れ
た
太
宰
府
天
満
宮
の
こ

と
で
、
同

（
１
８
８
２
）
年
に

官
幣
小
社
に
列
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
絵
図
は
、
明
治
元
（
１
８

６
８
）
年
に
施
行
さ
れ
た
廃
仏
毀

釈
後
の
天
満
宮
の
状
況
を
知
る
上

で
貴
重
な
資
料
に
な
り
ま
す
。
こ

の
絵
図
自
体
は
、
太
宰
府
天
満
宮

を
主
体
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
参
道
近
傍
や
周
辺
に
あ

っ
た
家
屋
の
状
態
が
、
「
霞
」
に

よ
っ
て
暈
か
さ
れ
て
お
り
明
ら
か

に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
近
、

こ
の
時
期
の
参
道
の
有
様
を
知
る

上
で
貴
重
な
写
真
が
、
佐
賀
県
基

山
町
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

写
真
は
、
個
人
で
所
蔵
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
参
道
最
奥
部
、
延
寿

王
院
を
写
し
た
も
の
で
す
。
撮
影

時
期
は
、
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
現
在
参
道
最
奥
部
に
あ
る

明
治

（
１
８
９
５
）
年
に
建
て

ら
れ
た
石
造
鳥
居
が
無
い
こ
と
や
、

境
内
地
を
画
す
る
施
設
の
有
様
か

ら
、
先
に
紹
介
し
た
『
太
宰
府
神

社
見
取
図
』
が
描
か
れ
た
明
治

年
頃
に
近
い
時
期
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
人
が
写
し
込
ま
れ
て

い
な
い
た
め
か
、
一
種
「
ゴ
ー
ス

ト
タ
ウ
ン
」
的
な
印
象
を
醸
し
出

し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
写
真
技

術
か
ら
、
動
く
も
の
が
写
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。「
日
の
丸
」

が
店
頭
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を

み
る
と
、
何
か
記

念
と
な
る
日
に
撮

影
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
想
像
で
き
ま

す
。
明
治
中
頃
の

参
道
は
、
江
戸
期

に
上
三
町
と
呼
称

さ
れ
た
三
条
・
連

歌
屋
・
馬
場
の
い

わ
ば
社
家
町
が
解

体
し
、
土
産
物
屋

や
飲
食
店
な
ど
が

軒
を
並
べ
、
次
第

に
町
屋
化
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
ま

す
。
絵
図
や
写
真
か
ら
も
、
社
家

町
と
い
う
よ
り
は
、
町
屋
の
風
景
、

い
わ
ば
現
在
の
参
道
の
景
観
と
一

致
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
身
近
に
眠
る
太
宰
府
に
関
わ
る

資
料
、
ま
だ
ま
だ
掘
り
起
こ
し
が

で
き
そ
う
で
す
。

　
　
　
文
化
財
課
　
中
島
恒
次
郎写真提供：基山町教育委員会
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▲白玉帯丸鞆（表）

▲白玉帯丸鞆（裏）

▲ 線写真（九州国立博物館撮影）

　
古
代
に
は
位
階
制
度
が
あ
り
ま

し
た
。
神
社
な
ど
で
見
ら
れ
る
「
正

一
位
」
「
従
五
位
下
」
な
ど
は
、

そ
の
名
残
で
す
。

　
位
を
与
え
ら
れ
た
人
物
が
公
の

場
に
出
る
際
に
は
、
自
ら
の
位
に

見
合
っ
た
服
・
装
身
具
を
整
え
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
腰

帯
に
つ
い
て
も
同
様
で
し
た
。

　
奈
良
時
代
中
期
に
施
行
さ
れ
た

養
老
衣
服
令
の
朝
服
（
日
常
の
勤

務
服
）
の
規
定
に
は
、
腰
帯
は
、

五
位
以
上
（
い
わ
ゆ
る
貴
族
層
）

は
「
金
銀
装
腰
帯
」
（
金
銀
で
飾

っ
た
腰
帯
）
、
そ
れ
以
下
は
「
烏

油
腰
帯
」
（
黒
い
腰
帯
）
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

平
安
時
代
は
じ
め
、
延
暦
年
間

（

年
頃
）
に
な

る
と
、
石
製
の
飾
具
を
用
い
た
「
石

帯
」
を
広
く
通
用
す
る
こ
と
が
は

じ
ま
り
ま
す
。
ま
た
同
じ
頃
、
公

卿
（
三
位
以
上
及
び
四
位
の
参
議
）

に
は
「
白
玉
帯
」
着
用
が
許
さ
れ
、

一
般
貴
族
と
の
違
い
が
明
示
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
紹
介
し
た
石
製
品
は
、
西

鉄
二
日
市
駅
北
側
の
操
車
場
跡
地

の
発
掘
調
査
で
出
土
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
丸
鞆
」
と
呼
ば
れ
る
帯

飾
具
で
す
が
、
最
大
の
特
徴
は
、

半
透
明
で
混
じ
り
の
な
い
純
白
色

の
石
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
が
「
白
玉
」
な
の
か
、

単
な
る
「
白
い
石
」
か
が
焦
点
で

し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
文
化
ふ
れ
あ

い
館
の
機
器
で
分
析
し
た
う
え
で
、

九
州
国
立
博
物
館
・
福
岡
市
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
も
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
帯
に
装
着
す
る
た
め
の

糸
か
が
り
穴
に
は
、
全
て
に
直
径

わ
ず
か

ｍｍ
以
下
の
銀
線
が
残
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

先
述
の
よ
う
に
金
銀
使
用
が
認
め

ら
れ
た
腰
帯
は
貴
族
の
腰
帯
で
あ

り
、
『
延
喜
内
匠
寮
式
』
に
記
さ

れ
る
「
馬
瑙
御
腰
帯
」
も
、
瑪
瑙

と
帯
と
の
装
着
に
銀
線
が
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
石
材
は
古
代
で
「
玉
」

と
さ
れ
た
水
晶
や
瑪
瑙
と
同
じ
石

英
質
で
あ
り
、
し
か
も
純
白
色
で

あ
る
た
め
、
「
白
玉
帯
」
の
玉
石

と
断
定
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、

銀
線
が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
た

こ
と
と
、
破
壊
せ
ず
に
科
学
分
析

で
き
た
こ
と
に
よ
る
大
き
な
成
果

で
し
た
。

さ
て
、
こ
れ
が
白
玉
帯
と
わ
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
重
要

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
代
で
は

「
官
位
相
当
」
と
い
っ
て
、
位
階

に
応
じ
た
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し

た
（
官
位
制
）
。
そ
こ
で
、
白
玉

帯
を
着
用
で
き
た
三
位
以
上
か
四

位
の
参
議
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

大
宰
府
官
人
で
は
、
帥
・
権
帥

と
い
っ
た
長
官
ク
ラ
ス
の
人
物

が
該
当
し
ま
す
。

平
安
時
代
の
史
料
を
ひ
も
と

く
と
、
長
官
で
あ
る
「
帥
」
に

は
親
王
が
任
官
さ
れ
ま
し
た
が
、

大
宰
府
に
は
下
向
せ
ず
、
実
際

に
は
、
帥
の
代
理
と
し
て
の
「
権

帥
」
ま
た
は
次
官
の
「
大
弐
」
の

い
ず
れ
か
が
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
大
宰
府
の
「
官
長
」

と
い
う
こ
と
で
、
「
大
弐
」
で
あ

っ
て
も
そ
の
多
く
が
参
議
を
兼
任

し
て
お
り
、
白
玉
帯
着
用
可
能
な

位
階
を
有
し
て
い
た
の
で
す
。
つ

ま
り
大
宰
府
管
内
の
白
玉
帯
着
用

者
は
、
唯
一
大
宰
府
の
「
官
長
」

の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
彼
ら
の

遺
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
丸
鞆
は
、
日
本
古
代
の
宝

飾
・
服
飾
を
考
え
る
上
で
も
、
ま

た
古
代
大
宰
府
を
知
る
上
で
も
、

貴
重
な
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

文
化
財
課
　
井
上
　
信
正

し
ょ
う

い
ち

い

よ
う
ろ
う
い
ふ
く
り
ょ
う

ち
ょ
う
ぶ
く

じ
ゅ

ご

い

げ

よ
う
た
い

つ
く
り
よ
う
た
い

く
ろ

か
ざ
り
ぐ

ま
る
と
も

か
ざ
り
ぐ

お
び

え
ん

ぎ
た
く
み
り
ょ
う
し
き

め

の
う
お
ん
よ
う
た
い

め
の
う

め
の
う

か
ん

い

そ

う
と

う

そ

ち

ご
ん
の
そ
ち

し
ん
の
う

の
そ
ち

ご
ん

だ
い

に
か
ん
ち
ょ
う

ぎ
ょ
く

ぎ
ょ
う

く

さ
ん

ぎ

は
く

ぎ

ょ

く

た

い

ま

る

と
も

鉈尾

石帯の模式図
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も
ろ
こ
し

や
ぶ

こ
の
あ
た
り

い
い

た
く
み

ぞ
う
ぐ
う
し
ょ
う

し
ょ
う
て
い

い
う

　
西
鉄
二
日
市
駅
か
ら
博
多
方
面

に
線
路
沿
い
に
進
む
と
、
し
ば
ら

く
し
て
菅
原
道
真
の
蟄
居
し
た
南

館
跡
と
し
て
著
名
な
榎
社
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
榎
社
前
の
踏
切
の

傍
ら
に
は
無
銘
の
自
然
石
が
佇
ん

で
い
ま
す
。
無
銘
の
う
え
、
説
明

板
も
な
い
た
め
、
こ
の
石
に
関
し

て
ご
存
じ
の
人
は
、
少
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
こ
の
石
に

は
次
の
よ
う
な
昔
話
が
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
昔
、
飛
騨
（
現
在
の
岐
阜
県
）

の
匠
が
木
材
を
彫
刻
し
て
、
人
が

乗
れ
る
ほ
ど
大
き
な
鶴
の
彫
刻
を

作
り
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
飛
び
立

つ
よ
う
な
見
事
な
出
来
だ
っ
た
た

め
、
匠
は
自
分
で
乗
っ
て
飛
ん
で

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
冗
談
で

鶴
の
背
に
乗
っ
て
み
る
と
、
不
思

議
な
こ
と
に
鶴
は
ま
る
で
生
き
て

い
る
よ
う
に
、
羽
を
広
げ
て
飛
び

立
ち
ま
し
た
。
匠
を
乗
せ
た
鶴
は

西
へ
西
へ
と
進
み
、
つ
い
に
は
、

唐
土
（
現
在
の
中
国
）ま
で
到
着
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
は

よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
唐
土
か
ら

日
本
に
向
け
て
帰
ろ
う
し
た
匠
た

ち
に
向
か
っ
て
、
そ
の
異
彩
を
怪

し
ん
だ
唐
土
の
人
に
よ
り
、
矢
を

射
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
矢
に
よ
っ

て
鶴
の
片
羽
は
壊
さ
れ
て
し
ま
し

ま
し
た
。
片
羽
に
な
っ
た
鶴
を
匠

は
励
ま
し
な
が
ら
、日
本
ま
で
帰
っ

て
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
太
宰

府
あ
た
り
ま
で
帰
っ
て
き
た
所
で
、

鶴
は
力
尽
き
て
落
ち
て
し
ま
い
ま

し
た
。
匠
は
、
鶴
を
愛
お
し
ん
で

墓
を
作
り
、
手
厚
く
葬
っ
て
故
郷

の
飛
騨
へ
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
鶴
の
片
羽
が
、
最
後
に
折

れ
て
落
ち
た
海
辺
の
津
を
、
「
片

羽
の
津
」
と
い
い
、
や
が
て
転
訛

し
て
「
羽
片
の
津
」
と
な
り
「
博

多
の
津
」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
違
う
お
話
と
し
て
、

鶴
を
作
っ
た
の
は
飛
騨
の
匠

で
は
な
く
、
博
多
の
大
工
の

名
人
が
木
で
鶴
を
つ
く
っ
た

と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
際
に
不
時
着
し
た
場
所
は
、

通
古
賀
の
「
鶴
の
屋
敷
」「
鶴

野
屋
敷
」、
現
在
の
小
字
鶴
畑

あ
た
り
だ
と
い
う
話
も
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
寛
政

（

）年
に
、

船
賀
和
尚
に
よ
っ
て
記
さ
れ

た
『
王
城
神
社
縁
起
』
に
よ

る
と
、
「
塩
井
藪
　
此
辺
を

つ
る
と
云
、
昔
、
飛
弾
内
匠
、
唐

土
に
工
ミ
稽
古
ニ
行
し
時
、
唐
土

よ
り
返
さ
さ
り
け
れ
ハ
、
木
に
て

鶴
を
作
り
乗
て
帰
り
し
、
其
鶴
埋

ミ
し
所
な
り
ト
云
。」と
あ
る
の
が

こ
の
お
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
最

古
の
例
で
す
。

こ
の
昔
話
は
、
ま
ん
が
日
本
昔

ば
な
し
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
お
話
の
内
容
自
体
は

ご
存
じ
の
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
実
は
こ
の
昔
話
の
舞
台

が
太
宰
府
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
昔
話
に
登
場
し
た
飛

騨
の
匠
と
は
、
奈
良
時
代
に
高
い

木
工
技
術
を
持
つ
飛
騨
の
技
術
者

を
、
税
金
の
代
わ
り
に
造
宮
省
や

木
工
寮
に
従
事
す
る
匠
丁
と
し
て

従
事
さ
せ
る
た
め
に
、
飛
騨
の
国

か
ら
都
へ
と
送
ら
れ
た
人
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
の
木

工
技
術
力
で
都
の
造
営
や
仏
像
が

作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

時
代
が
下
っ
て
中
世
に
な
る
と
全

国
に
そ
の
技
術
力
を
請
わ
れ
て
匠

は
行
脚
し
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠

と
し
て
、
各
地
に
飛
騨
の
匠
作
と

伝
え
ら
れ
る
作
品
が
残
っ
て
い
ま

す
。
も
し
か
す
る
と
、
博
多
や
太

宰
府
に
や
っ
て
き
た
飛
騨
の
匠
の

お
話
が
、
形
を
変
え
て
昔
話
と
し

て
現
代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
文
化
財
課
　
高
橋
　
学

せ
ん

が



（平成 年）

★

編集／太宰府市総務部経営企画課 〒 太宰府市観世音寺一丁目 番 号
　

に

古紙配合率 ％再生紙を使用しています。

ふ
じ
わ
ら
の
た
か
と
お

い
わ

か
き

む
れ

ふ

ぼ
く
し
ゅ
う

ほ
う
だ
て

▲礎石と門の構造復元図

き
ゅ
う
り
ょ
う
す
そ

も
ろ
び
と

　
水
城
は

年
に
築
造
さ
れ

た
土
塁
で
、
こ
の
国
分
側
の
丘
陵

と
住
宅
街
に
な
っ
て
い
る
吉
松
丘

　陵
と
の
間

を
塞
ぐ
よ
う
に
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
土
塁
に
は
門
が

カ
所
造
ら
れ
、
吉
松
丘
陵
裾
に

西
門
、
国
分
丘
陵
裾
に
東
門
が
造

ら
れ
ま
し
た
。

　
県
道
福
岡
日
田
線
が
水
城
跡
と

交
差
す
る
付
近
に
は
、
水
城
の
東

門
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
　
平
安
時
代
中
期
の
歌
人
藤

原
高
遠
が
詠
ん
だ
和
歌
に
は
「
岩

垣
の

水
城
の
せ
き
に

群
む
か

ふ

　
う
ち
の
こ
こ
ろ
も

し
ら

ぬ
諸
人
」
（
夫
木
集
）
と
あ
り
、

石
垣
を
伴
っ
た
城
門
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
古
来
か
ら

太
宰
府
の
入
口
と
し
て
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
城
門
に

関
す
る
遺
構
は
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、

ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
東

門
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
礎
石
が

残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　
礎
石
は
、

×

の
長
方
形

で
、
礎
石
上
面
に
は
径

と

の
円
形
彫
り
込
み
が

個
と

×

の
方
形
彫
り
込
み
が
あ

り
、
図
の
よ
う
に
門
柱
を
据
え
、

も
う
ひ
と
つ
は
門
扉
開
閉
の
際
の

軸
受
け
の
役
目
を
果
た
し
ま
す
。

方
形
の
穴
は
扉
と
門
柱
と
の
隙
間

を
塞
ぐ
方
立
を

据
え
ま
す
。

　
旧
街
道
付
近

に
東
門
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
や

礎
石
の
彫
り
込

み
穴
の
位
置
関

係
か
ら
、
礎
石

は
建
築
当
時
の

位
置
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
発
掘
調

査
で
も
江
戸
時

代
末
頃
の
撹
乱

層
の
上
に
礎
石
が
の
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
か
ら
『
筑
前
国
続
風

土
記
』
な
ど
の
地
誌
に
こ
の
礎
石

の
こ
と
が
記
さ
れ
、
『
筑
前
名
所

図
会
』
に
は
挿
図
と
と
も
に
「
東

の
方
大
路
の
傍
に
、
門
の
礎
一
つ

残
れ
り
、
是
を
俗
に
鬼
の
硯
石
と

い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸

時
代
に
は
鬼
の
硯
石
と
も
い
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　
東
門
周
辺
は
、
最
近
広
場
や
説

明
板
が
整
備
さ
れ
（
４
ペ
ー
ジ
参

照
）
、
よ
り
見
や
す
い
水
城
跡
に

な
っ
て
い
ま
す
。
暖
か
く
な
る
こ

の
季
節
、
足
を
運
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

文
化
財
課
　
宮
崎
　
亮
一

ど
　
き

す
ず
り
い
し

ず
　
え

ぞ
く

ふ

至大野城市 至福岡

県道福岡日田線

水城跡

礎石

第 広場

県道水城・下臼井線
九州縦貫道

至空港

第 広場












