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太
宰
府
の
文
化
財
311

座
の
舞
台
開
き
式
三
番
、
そ
の
後
、

歌
舞
伎
数
番
が
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

梅
楽
座
の
図
面
や
写
真
な
ど
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
を
知

る
人
に
よ
る
と
、
建
物
は
木
造
瓦

葺
の
２
階
建
で
、
正
面
入
口
は
南

側
を
通
る
小
道(

現
在
は
な
い)

に
面
し
て
い
ま
し
た
。
建
物
内
部

は
、
桟さ

敷じ
き

の
正
面
に
舞
台
が
備
え

ら
れ
、
両
側
に
花
道
が
あ
り
、
２

階
に
は
コ
の
字
形
に
席
が
あ
っ

て
、
現
在
熊
本
県
山
鹿
市
に
あ
る

八や

ち

よ

千
代
座(

山
鹿
市)

に
似
た
造

り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
入
口
近
く

に
は
貴き

賓ひ
ん
せ
き席

と
検け

ん
え
つ
せ
き

閲
席
が
あ
り
、

検
閲
席
に
は
警
察
官
が
い
つ
も

座
っ
て
い
て
、
客
や
舞
台
の
中
身

を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。

　

公
演
内
容
は
歌
舞
伎
、
チ
ャ
ン

バ
ラ
、
現
代
芝
居
、
無
声
映
画
、

ト
ー
キ
ー
映
画
な
ど
が
あ
り
、
無

声
映
画
で
は
、
横
で
弁べ

ん

士し

が
喋

し
ゃ
べ

っ

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
映
画
と
劇

が
組
み
合
わ
さ
っ
た
連れ

ん

鎖さ

劇げ
き

と
呼

ば
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
教
育
映
画
が
上
演
さ
れ
る
際
に

は
、
御
笠
郡
内
の
小
学
生
た
ち
が

集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

興
行
が
あ
る
日
は
、
宮
町
通
り

に
幟

の
ぼ
り

が
立
ち
、
昼
頃
に
は
チ
ン
ド

ン
屋
や
役
者
さ
ん
が
刷
り
物
を
配

り
な
が
ら
歩
い
て
い
ま
し
た
。
夕

方
６
時
に
な
る
と
天
満
宮
境
内
か

ら
花
火
も
上
が
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。

　

平
成
20
年
、
太
宰
府
天
満
宮
幼

稚
園
の
建
て
替
え
に
伴
う
発
掘
調

査
で
、
梅
楽
座
の
北
側
半
分
ほ
ど

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
建
物
規
模

は
、
見
つ
か
っ
た
基
礎
か
ら
間
口

20
ｍ
前
後
、
奥
行
25
ｍ
前
後
と
推

測
さ
れ
、
現
在
の
天
満
宮
管
理
棟

の
位
置
ま
で
建
物
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

奈な

落ら
く

（
劇
場
の
花
道
や
舞
台
の
床

下
構
造
）
も
見
つ
か
り
、
廻
り
舞

台
の
た
め
に
地
下
に
直
径
6.3
ｍ
、

深
さ
65
㎝
程
の
円
形
の
穴
が
掘
ら

れ
、
そ
の
中
央
に
は
芯し

ん
ぼ
う棒

を
支
え

る
礎
石
が
あ
り
ま
し
た
。
礎
石
の

大
き
さ
は
1.28
ｍ
×
0.7
ｍ
で
、
そ
の

中
心
に
は
一
辺
15
㎝
、
深
さ
５
㎝

の
方ほ

う
け
い形

ホ
ゾ
穴
が
彫
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
礎
石
の
周
り
に
は

芯し
ん
ぼ
う棒

を
固
定
す
る
支
柱
の
礎
石
が

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
は
舞

台
の
支
柱
の
礎
石
が
並
ん
で
い
ま

し
た
。
礎
石
の
周
り
は
土
間
で
、

北
西
に
掘
り
下
が
っ
た
部
分
が
あ

り
、
舞
台
下
に
は
そ
こ
か
ら
入
っ

て
き
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
遺
構
か
ら
舞
台
の
規
模
は
、

間
口
13
ｍ
前
後
、
奥
行
７
ｍ
前
後

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

梅
楽
座
の
入
場
状
況
は
、
昭
和

６
年
に
は
興
行
日
数
が
１
６
６

日
、
興
行
数
は
２
３
５
回
で
、
入

場
者
は
２
万
９
千
９
６
０
人
あ
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
後
減
少
し
、
昭
和
12
年
に
は
興

行
日
数
は
44
日
、
興
行
数
は
46
回

で
、
入
場
者
は
１
万
２
千
１
４
９

人
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
度

に
３
０
０
人
近
く
収
容
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
終
戦
を
迎

え
る
前
に
取
り
壊
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す
。
現
在
、
廻
り
舞
台
の

芯
棒
の
礎
石
は
、
天
満
宮
心
字
池

の
西
側
に
移
設
さ
れ
、
見
学
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一

梅ば

い

楽ら

く

座ざ

跡あ

と

　
　
宰
府
四
丁
目

　

梅
楽
座
と
は
、
現
在
の
太
宰
府

天
満
宮
幼
稚
園
付
近
に
あ
っ
た
芝

居
小
屋
で
、大
正
６
年
（
１
９
１
７

年
）
７
月
６
日
に
完
成
し
て
い
ま

す
。
県
会
議
員
・
郡
内
有
志
・
劇

場
関
係
者
ら
２
０
０
余
名
の
参
列

の
も
と
、
落
成
開
業
式
が
行
わ
れ
、

こ
け
ら
落
と
し
は
松
嶋
屋
松

し
ょ
う
ぎ
ょ
う暁

一
▲廻り舞台の礎石

余香殿
絵馬堂

幼稚園

心字池

移設した
礎石

梅楽座跡

管理棟

参道
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地
方
の
歴
史
的
な
情
緒
の
あ
る

町
並
み
に
「
小
京
都
」
や
「
小
江

戸
」
と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
う

い
っ
た
景
観
な
ど
で
は
な
く
、
特

定
の
都
市
の
民
俗
文
化
が
他
の
地

方
に
伝
わ
っ
た
り
積
極
的
に
導
入

さ
れ
る
現
象
を
と
ら
え
た
「
ウ
ツ

シ
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
博
多
祇
園
山
笠
を
中

心
と
す
る
博
多
文
化
の
影
響
を「
ハ

カ
タ
ウ
ツ
シ
」
と
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ウ
ツ
シ
の
文
化

と
は
都
市
の
外
観
や
習
俗
、
そ
の

賑
わ
い
が
魅
力
を
発
し
て
、
他
所

の
人
を
し
て
そ
れ
を
我
が
ま
ち
に

写
し
（
移
し
）
た
い
、
と
い
う
人
々

の
願
望
の
現
れ
と
い
え
ま
す
。

　

太
宰
府
の
う
そ
替
え
の
行
事
は

太
宰
府
天
満
宮
で
毎
年
１
月
７
日

に
行
な
わ
れ
る
恒
例
の
行
事
で
、

前
年
に
つ
い
た
嘘
を
天
神
さ
ま
の

誠
と
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

木
彫
り
の
鳥「
鷽う

そ

」を
暗
闇
で
人
々

が
交
換
し
ま
す
。
戦
後
す
ぐ
ま
で

は「
女
子
や
子
ど
も
は
近
づ
く
な
」

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
荒
い
行
事
で
、

群
衆
が
金
の
当
た
る
木
う
そ
目
当

て
に
押
し
合
い
へ
し
合
い
し
て
奪

い
合
い
、
も
み
合
い
す
る
上
に
は

湯
気
が
立
ち
上
っ
て
見
え
た
そ
う

で
す
。

　

こ
の
行
事
に
引
き
続
い
て
「
鬼

す
べ
」
と
呼
ば
れ
る
追つ

い

な難
の
行
事

が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
う

そ
替
え
は
本
来
、
寺
院
で
行
な
わ

れ
た
「
修し

ゅ
う
じ
ょ
う
え

正
会
」（
正
月
に
修
す
る

儀
式
）
と
呼
ば
れ
る
新
年
の
懺
悔

の
儀
式
が
、
形
を
変
え
て
民
間
の

行
事
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
修
正
会
は
礼
仏
し
て
前
年

の
自
ら
の
罪
過
を
懺
悔
す
る
「
悔け

過か

」
と
呼
ば
れ
る
行
事
で
、「
う
そ
」

を
替
え
る
行
為
は
こ
こ
か
ら
来
て

い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
悪
を
祓

う
行
為
が
闇
に
潜
む
鬼
を
火
で
あ

ぶ
り
出
し
て
追
い
払
う
行
事
と
し

て
表
現
さ
れ
、
久
留
米
の
大
善
寺

や
大
分
国く

に
さ
き東
の
岩
屋
寺
な
ど
で
も

火
祭
り
や
鬼
払
い
の
行
事
で
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
太
宰
府
天
満
宮
で
、

こ
の
よ
う
な
仏
教
行
事
が
形
を
変

え
て
民
間
信
仰
と
し
て
残
っ
た
背

景
に
は
、
江
戸
時
代
ま
で
太
宰
府

天
満
宮
が
安
楽
寺
と
い
う
天
台
宗

の
寺
院
と
一
体
で
運
営
さ
れ
て
い

た
歴
史
的
な
背
景
が
あ
り
ま
す
。

　

う
そ
替
え
の
行
事
は
、
遠
く
は

江
戸
亀
戸
天
満
宮
（
東
京
都
江
東

区
）、
京
都
北
野
天
満
宮
、
大
阪
天

満
宮
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
天
保
11
年（
１
８
４
０
年
）に

山や
ま

崎さ
き

美よ
し

成な
り

が
書
い
た『
三さ

ん

養よ
う

雑ざ
っ

記き

』

と
い
う
書
物
に
は
、文
政
2
年（
１

８
１
９
年
）に
大
阪
の
天
満
神
社
が
、

翌
年
に
は
江
戸
の
亀
戸
天
神
で「
宰

府
に
な
ら
ひ
て
こ
の
神
事
を
は
じ

め
て
執
行
せ
し
」
と
あ
り
、「
世
に

あ
ま
ね
く
知
る
こ
と
」
に
な
っ
て

い
る「
筑
紫
の
太
宰
府
」の
う
そ
替

え
を
各
所
で
写
し
た
と
あ
り
ま
す
。

江
戸
後
期
に
は
宰
府
の
う
そ
替
え

の
に
ぎ
わ
い
が
全
国
の
天
神
社
に

と
っ
て
憧
憬
を
抱
か
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
天
満
宮
以
外
で
も

福
岡
市
博
多
区
の
住
吉
神
社
や
前

原
市
老
松
神
社
な
ど
で
盛
大
に
う

そ
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

住
吉
神
社
で
は
う
そ
替
え
に
先
立
っ

て
鬼
す
べ
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、

ま
さ
に
現
代
の「
宰
府
う
つ
し
」と

い
え
る
行
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

文
化
財
課　

山
村　

信
榮

太
宰
府
の
文
化
財
312

宰
府
う
つ
し　

都
市
へ
の
憧
憬
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昭
和
61
年
11
月
、
太
宰
府
市
民

待
望
の
市
民
図
書
館
が
開
館
し
ま

し
た
。
今
年
で
25
年
の
歳
月
を
経

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
市

民
の
皆
さ
ま
に
活
用
い
た
だ
い
て

い
る
市
民
図
書
館
、
こ
の
図
書
館

が
開
館
す
る
ま
で
に
は
、
市
民
の

熱
き
思
い
と
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
49
年
春
、
東
ヶ
丘
区
で
小

さ
な
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
子
ど
も
達
の
た
ま
り
場
の

よ
う
な
場
所
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
、
有
志
が
集
ま
り
「
子
供

文
庫
」
の
活
動
が
始
め
ら
れ
た
の

で
す
。
は
じ
め
は
、
で
き
る
こ
と

を
持
ち
寄
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
各
々
の

家
を
持
ち
回
り
で
解
放
し
、
本
も

各
々
の
持
ち
寄
り
で
始
め
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
半
年
後
、
福
岡
県
が

当
時
推
進
し
て
い
た
西
日
本
鉄
道

株
式
会
社
の
廃
バ
ス
利
用
制
度
を

活
用
し
、
昭
和
50
年
10
月
に
市
内

で
は
３
番
目
と
な
る「
バ
ス
文
庫
」

が
東
ヶ
丘
区
に
あ
る
中
央
公
園
に

開
館
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

当
時
、
公
園
は
十
分
な
整
備
が
進

ま
ず
、小
石
が
散
乱
す
る
場
所
だ
っ

た
の
で
す
。
こ
こ
で
も
、
小
石
転

が
る
公
園
を
整
備
し
た
の
は
、
子

ど
も
会
で
し
た
。

　
「
バ
ス
文
庫
」に
な
っ
て
か
ら
は
、

利
用
す
る
子
ど
も
達
も
増
え
、
本

を
読
み
に
来
る
子
、
バ
ス
の
名
残

を
目
あ
て
に
来
る
子
な
ど
、
様
々

な
目
的
で
集
う
よ
う
に
な
り
、
当

初
の
目
的
で
あ
っ
た「
た
ま
り
場
」

が
次
第
に
姿
を
現
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
の
苦
労
話
と
し
て
、

夏
の
日
照
り
、
雨
漏
り
な
ど
と
の

戦
い
の
日
々
で
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。昭
和
54
年
１
月
に
は
、東
ヶ

丘
公
民
館
が
開
館
し
、「
バ
ス
文
庫
」

も
そ
の
中
に
入
り
、
次
第
に
充
実

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

市
内
で
も
同
じ
よ
う
な
活
動
が

活
発
に
な
り
、
文
庫
連
絡
協
議
会

が
設
立
さ
れ
、
市
民
の
横
の
連
携

も
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ

の
文
庫
連
絡
協
議
会
を
中
心
に
起

こ
し
た
図
書
館
を
作
る
運
動
が
実

を
結
び
、
つ
い
に
市
民
図
書
館
が

開
館
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
社
会
の
流
れ
が
変
わ

り
、
平
成
８
年
に
は
東
ヶ
丘
区
の

子
ど
も
達
を
育
て
た「
子
供
文
庫
」

の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
ま
す
。
今
、こ

の「
子
供
文
庫
」の
歴
史
を
綴
っ
た

本
が
、
太
宰
府
東
小
学
校
に
布
の

絵
本
と
し
て
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
地
域
の
歴
史
は
、

文
化
遺
産
調
査
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
東
ヶ

丘
班
の
皆
さ
ん
が
集
め
ら
れ
た
情

報
の
一
部
で
す
。
始
ま
り
は
小
さ

な
活
動
で
あ
っ
た「
子
供
文
庫
」が
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
「
で
き
る
こ
と

を
持
ち
寄
る
」
取
り
組
み
か
ら
大

き
く
花
開
き
、
市
民
図
書
館
開
館

へ
と
進
ん
で
い
っ
た
歴
史
で
す
。

　

文
化
遺
産
調
査
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
の
活
動
に
よ
っ
て
、
古

い
も
の
だ
け
で
は
な
く「
今
」
を
記

録
す
る
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。「
今
」も
将
来
は
過
去
に

な
り
ま
す
。
今
行
わ
れ
て
い
る
地

域
の
地
道
な
活
動
に
も
光
を
当
て
、

記
録
し
て
い
く
取
り
組
み
も
進
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、未
来
の
太
宰

府
市
民
に
伝
え
た
い
モ
ノ
、出
来
事

の
ひ
と
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

文
化
財
課　

中
島
恒
次
郎

文
化
財
か
ら
文
化
遺
産
へ

　

太
宰
府
市
で
は
、
未
来
の
市
民
に

守
り
伝
え
て
い
く
素
材
を
文
化
財
か

ら
裾
野
を
広
げ
、
市
民
が
大
切
に
思

う
文
化
遺
産
の
考
え
方
か
ら
は
じ
め

る
取
り
組
み
を
開
始
し
ま
し
た
。
今

回
紹
介
し
た
記
録
も
、「
今
」を
伝
え

る
取
り
組
み
と
し
て
調
査
さ
れ
た
成

果
の
一
部
で
す
。

太
宰
府
の
文
化
財
313

市
民
図
書
館
建
設
を
実
ら
せ
た

地
域
の
活
動
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日
本
人
が
は
じ
め
て
文
字
に
ふ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
弥
生

時
代
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、文
字
を

駆
使
す
る
時
代
が
お
と
ず
れ
る
の

は
、
今
か
ら
１
３
０
０
年
前
ほ
ど

前
の
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
な
っ
て

か
ら
で
し
た
。
こ
の
当
時
、
紙
は

た
い
へ
ん
貴
重
だ
っ
た
た
め
、
文

書
の
や
り
と
り
の
多
く
は
板
や
木

ぎ
れ
に
墨
書
し
た
も
の
を
使
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を

木も
っ

簡か
ん

と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
多
く
は
「
習

し
ゅ
う
し
ょ書
」（
文
字
の

練
習
を
し
た
も
の
）や
、「
付つ

け

札ふ
だ

」（
荷

物
に
つ
け
た
タ
グ
）で
す
が
、
中
に

は
物
や
人
を
請
求
し
た
も
の
や
、手

紙
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、そ
の

内
容
か
ら
歴
史
が
掘
り
起
こ
さ
れ

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

木
簡
は
当
時
の
様
子
を
具
体
的
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
情
報

源
で
あ
り
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
木

簡
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
い

え
ま
す
。

　

た
い
へ
ん
大
き
な
木
簡
で
す
。

天
地
幅
約
18
㎝
、
左
右
幅
80.2
㎝
、
厚

さ
約
1.8
㎝
。奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
大
型
木
簡
の
例
は
全
国

的
に
見
て
も
少
な
く
、
九
州
で
は

ま
ち
が
い
な
く
最
大
で
す
。

　

紙
文
書
と
同
様
の
文
書
形
式
を

と
っ
て
い
る
珍
し
い
も
の
で
す
。

文
頭（
右
上
）に
は「
歴れ

き

名め
い

」と
記
し

て
い
ま
す
が
、
歴
名
と
は
名
前
を

連
ね
た
文
書
、
つ
ま
り
名
簿
の
こ

と
で
す
。
よ
く
見
る
と「
歴
」
字
の

上
半
分
は
切
れ
て
い
る
た
め
、
板

の
上
側
は
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
た
め
名
簿

の
タ
イ
ト
ル
や
並
ん
で
い
た
で
あ

ろ
う
人
名
は
全
て
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
な
お
板
の
左
端
で
も
同
様
に

文
字
が
切
れ
て
い
ま
す
の
で
、
さ

ら
に
左
側
へ
と
文
字
が
続
い
て
い

た
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

さ
て
、板
上
の
墨
書
は
ほ
と
ん
ど

か
す
れ
て
い
ま
し
た
が
、
特
殊
な

カ
メ
ラ
で
見
て
み
る
と
、31
行（
推

定
１
２
７
文
字
程
度
）に
わ
た
っ
て

文
字
が
並
ん
で
お
り
、「
役
」と
い
う

文
字
と
日
数
、
ま
た「
郷
」と
い
う

地
名
に
か
か
わ
る
文
字
が
繰
り
返

し
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は「
労
役
」、

す
な
わ
ち
労
働
に
関
わ
っ
た
人
び

と
の
名
簿
で
、
中
に
は
「
新に

っ

田た

郷ご
う

」

と
い
う
薩
摩
国
高た

か

城ぎ

郡
（
鹿
児
島

県
薩
摩
川
内
市
）の
郷ご

う

名（
地
名
）も

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
記

さ
れ
た
の
は
西
海
道
一
円
か
ら
集

め
ら
れ
た
人
々
だ
っ
た
と
推
察
さ

れ
ま
す
。
労
役
の
日
数
は
２
〜
３
カ

月
に
及
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
租
庸
調
制
度
の
庸

よ
う

（
税
と
し
て

年
10
日
労
役
）で
は
な
く
、「
雇こ

う

役え
き

」

（
有
償
労
働
）も
し
く
は「
仕し

丁
ち
ょ
う

」（
３

年
間
雑ざ

つ
え
き役
に
従
事
）に
関
わ
る
も
の

と
み
ら
れ
、
大
掛
か
り
な
事
業
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
な
お
文
頭（
右
下
）に
は
、大

き
な
文
字
で「
役
了
」（
労
役
が
終
了

し
た
）と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
労
役
終
了
時
に
管
理
者
が
記
し

た
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
木

簡
は
労
役
の
現
場
近
く
に
置
か
れ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
木
簡
は
、
大
宰
府
政

庁
周
辺
か
ら
の
出
土
な
ら
十
分
わ

か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、大

宰
府
条
坊
跡
の
中
心
部
、
西
鉄
二

日
市
駅
北
側
の
操
車
場
跡
地
か
ら

一
昨
年
出
土
し
た
も
の
で
す
。
こ

こ
で
は
奈
良
時
代
の
大
型
建
物
や

希
少
な
遺
物
の
数
々
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
が
、こ
の
木
簡
に
よ
っ
て
、

大
宰
府
に
か
か
わ
る
重
要
な
施
設

が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
あ
ら

た
め
て
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　

文
化
財
課　

井
上
信
正

太
宰
府
の
文
化
財
314

歴れ
き

名め
い

木も
っ

簡か
ん

大
宰
府
条
坊
跡
出
土（
朱
雀
三
丁
目
）
奈
良
時
代
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学業院
中学校

水城
郵便局

筑前
国分寺

文化
ふれあい館

水城
小学校

坂本2丁目
関屋

　

太
宰
府
天
満
宮
の
参
道
を
ま
っ

す
ぐ
進
む
と
、
突
き
当
た
り
に
延え

ん

寿じ
ゅ

王お
う

院い
ん

（
宮
司
邸
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
延
寿
王
院
前
に
あ
る
御
神
牛

の
像
は
観
光
ル
ー
ト
沿
い
で
目
立

つ
こ
と
も
あ
り
、
観
光
客
、
特
に

外
国
の
人
に
と
て
も
人
気
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
像
の
作
者
は
冨
永
朝

堂
と
い
う
彫
刻
家
で
す
。
冨
永
朝

堂
は
昨
年
の
１
月
30
日
に
行
わ
れ

た
第
１
回
太
宰
府
市
景
観
・
市
民

遺
産
会
議
で
市
民
遺
産
第
４
号『
芸

術
家　

冨
永
朝
堂
』
と
し
て
認
定

さ
れ
ま
し
た
。
今
回
紹
介
す
る
も

の
は
、
そ
の
天
満
宮
御
神
牛
像
の

原
型
と
し
て
制
作
さ
れ
た
「
御
神

牛
像
雛
型
」
で
す
。

　

冨
永
朝
堂
は
明
治
30
年
に
博
多

赤
間
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
大
正

４
年
に
上
京
し
、
同
じ
博
多
出
身

の
彫
刻
家
山
崎
朝
雲
に
弟
子
入
り

し
ま
し
た
。
山
崎
朝
雲
は
高
村
光

雲
の
弟
子
で
、
博
多
東
公
園
の
亀

山
上
皇
像
の
原
型
を
制
作
し
た
こ

と
で
有
名
で
す
。
８
年
間
に
及
ぶ

厳
し
い
修
行
を
無
事
に
終
え
た
朝

堂
は
木
彫
り
彫
刻
の
本
道
を
身
に

つ
け
て
、
帝
展
に
連
続
入
選
す
る

ほ
ど
の
腕
前
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
太
平
洋
戦
争
が
激
化
す
る

な
か
で
、
昭
和
19
年
に
東
京
か
ら

太
宰
府
に
疎
開
し
、
観
世
音
寺
の

西
側
、政
庁
月
山
の
南
裾
に
当
た
る

場
所
に
古
民
家
を
修
繕
し
た
「
吐と

月げ
つ

叢そ
う

」
と
い
う
ア
ト
リ
エ
兼
住
処

を
構
え
ま
し
た
。
以
後
、
久
留
米

出
身
で
八
女
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え

た
画
家
の
坂
本
繁
二
郎
と
志
を
同

じ
く
し
、
中
央
の
芸
術
界
に
あ
え

て
迎
合
せ
ず
、
地
方
か
ら
作
品
を

送
り
出
す
芸
術
の
大
家
と
な
り
ま

し
た
。
太
宰
府
の
文
化
と
自
然
を

愛
し
た
朝
堂
は
、
昭
和
62
年
、
太

宰
府
の
地
で
満
90
歳
の
天
寿
を
全

う
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
太
宰
府
天
満
宮
か
ら
こ

の
御
神
牛
像
制
作
の
依
頼
を
受
け

た
と
き
、
朝
堂
は
87
歳
で
し
た
。

像
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
る
た
め
に

基
山
町
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
の

牛
を
見
に
行
く
な
ど
し
、
取
材
に

２
カ
月
を
要
し
ま
し
た
。
ま
た
、

取
材
帰
り
に
見
た
宝
満
山
の
山
並

み
の
力
感
や
柔
ら
か
い
稜
線
を
牛

の
背
中
の
ラ
イ
ン
と
合
わ
せ
る
ア

イ
デ
ィ
ア
も
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

作
成
さ
れ
た
像
は
高
さ
20
㎝
、
長

さ
52
㎝
と
な
り
、
丸
み
を
帯
び
た

胴
体
の
ど
っ
し
り
と
し
た
肉
感
と
、

な
ん
と
い
え
な
い
優
し
い
眼
差
し

を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
原
型
は
油

粘
土
で
作
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
を
型

取
り
し
て
ブ
ロ
ン
ズ
像
に
し
た
も

の
が
御
神
牛
像
雛
型
と
な
り
ま
す
。

こ
の
御
神
牛
像
雛
型
は
冨
永
朝
堂

の
長
男
敦
夫
氏
か
ら
太
宰
府
市
に

寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
普
段
は
市

長
室
に
あ
り
ま
す
。
雛
型
を
３
倍

に
拡
大
し
て
制
作
さ
れ
た
の
が
冒

頭
に
も
触
れ
た
延
寿
王
院
前
の
御

神
牛
で
す
。

　

こ
の
雛
型
は
普
段
な
か
な
か
見

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
現
在

文
化
ふ
れ
あ
い
館
で
開
催
中
の「
市

民
遺
産
展
」『
芸
術
家　

冨
永
朝
堂
』

の
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
市
民
遺
産
展
」
の
会
期
は

８
月
28
日
㈰（
月
曜
日
は
休
館
）ま

で
で
す
。
入
場
は
無
料
で
す
の
で

皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

文
化
財
課　

髙
橋　

学

太
宰
府
の
文
化
財
315

御ご

神し
ん

牛ぎ
ゅ
う

像ぞ
う

雛ひ
な

型が
た　

冨と

み

永な

が

朝ち
ょ
う

堂ど

う 

作
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▲昭和60年の八朔の千燈明（八尋千
ち せ

世氏所蔵）

五條区青年会の金銭出納簿▶
（五条公民館所蔵）

　八朔の千燈明のためにロウ
ソクや針金を購入したことが
記録されています。
※内容は、太宰府市史資料室で
　画像データを閲覧できます。

▲平成20年の八朔の千燈明のようす▲平成20年の八朔の千燈明のようす
点灯の前に、自治会長から子どもたちへ、行事の由来が語られます。

　

毎
年
９
月
１
日
の
夜
、五
条
区
の

人
た
ち
だ
け
で
太
宰
府
天
満
宮
に

献
燈
を
す
る「
八
朔
の
千
燈
明
」と

い
う
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
行
事
の
由
来
は
、
江
戸
時

代
後
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当

時
太
宰
府
で
疫
病
が
流
行
り
、困
っ

た
五
条
の
人
々
が
太
宰
府
天
満
宮

に
願
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
、
患
う

人
が
出
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
お
礼
と
し
て
、
八
朔
（
旧
暦

の
８
月
１
日
）
に
太
宰
府
天
満
宮

に
千
燈
明
を
献
ず
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　

行
事
の
主
な
流
れ
は
次
の
と
お

り
で
す
。
夕
暮
れ
ど
き
に
五
条
公

民
館
に
集
ま
り
、
昔
の
さ
い
ふ
参

り
の
道
を
通
っ
て
天
満
宮
へ
向
か

い
ま
す
。
天
満
宮
で
は
当
直
の
神

職
か
ら
本
殿
前
で
お
祓
い
を
受
け
、

拝
殿
の
御
神
燈
を
い
た
だ
き
、
午

後
８
時
頃
、
い
た
だ
い
た
御
神
燈

の
火
を
、
並
べ
て
い
る
ロ
ウ
ソ
ク

に
灯
し
、
火
が
灯
っ
て
い
る
間
お

参
り
を
し
ま
す
。
か
つ
て
五
条
の

人
々
を
疫
病
か
ら
救
っ
て
も
ら
っ

た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
共

に
、
現
在
・
今
後
の
五
条
区
の
住

民
の
疫
病
除
け
を
願
っ
て
今
も
続

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
前
、
八
朔
の
千
燈
明
は
五
条

区
の
一
大
行
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

行
事
の
主
な
担
い
手
は
、
区
の
青

年
団
（
五
條
区
青
年
会
）
で
し
た
。

当
時
は
、
太
宰
府
天
満
宮
で
毎
年

９
月
25
日
に
行
な
わ
れ
る
千
燈
明

と
同
様
に
、太
鼓
橋
と
心
字
池
の
周

囲
で
献
燈
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
青
年
団
の
面
々
が
、事
前
の
竹

伐
り
や
材
料
の
購
入
、当
日
の
設
営

作
業
、行
事
の
執
り
行
い
、撤
収
ま

で
、八
朔
の
千
燈
明
に
関
わ
る
あ
ら

ゆ
る
事
を
取
り
仕
切
り
ま
し
た
。

　

戦
時
中
か
ら
戦
後
し
ば
ら
く
の

間
、
行
事
は
途
絶
え
ま
す
が
、
昭

和
38
年
に
当
時
の
五
条
区
長
の
提

案
で
、
復
活
し
ま
す
。
戦
前
よ
り

も
規
模
は
縮
小
し
ま
し
た
が
、
場

所
を
太
鼓
橋
か
ら
楼
門
前
の
間
に

移
し
て
、今
日
ま
で
の
約
半
世
紀
、

続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
地

元
の
子
ど
も
会
も
加
わ
っ
て
、
五
条

の
夏
の
終
わ
り
の
風
物
詩
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
八
朔
の
千
燈
明
」
は
今

年
１
月
に
行
な
わ
れ
た
第
1
回
太

宰
府
市
景
観
・
市
民
遺
産
会
議
で
、

太
宰
府
市
民
遺
産
第
２
号
と
し
て

認
定
さ
れ
ま
し
た
。
紹
介
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
が
五
条
公
民
館
で
配
布

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

太
宰
府
の
文
化
財
314

八は

っ

さ

く朔
の
千せ

ん

と

う燈
明み

ょ
う

（
太
宰
府
市
民
遺
産
第
２
号
）
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こ
の
屋
蓋
の
破
片
は
、
現
在
西

鉄
二
日
市
操
車
場
跡
で
行
わ
れ
て

い
る
大
宰
府
条
坊
跡
の
発
掘
調
査

で
見
つ
か
っ
た
も
の
で
す
。
西
鉄

二
日
市
駅
の
近
く
の
、
９
世
紀
中

頃
〜
後
半
に
埋
没
し
た
井
戸
で
出

土
し
ま
し
た
。
屋
蓋
と
は
屋
根
の

こ
と
で
、
こ
の
破
片
は
屋
根
の
隅す

み

棟む
ね

部
分
で
す
。
大
き
さ
は
19・
8
㎝

×
14
・
0
㎝
、
高
さ
5.8
㎝
。
石
材
は

淡
い
緑
色
を
帯
び
た
滑
石
製
で
、

爪
で
も
傷
を
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
ほ
ど
の
削
り
や
す
い
も
の
を
用

い
て
い
ま
す
。

　

詳
細
を
観
察
し
て
い
く
と
、
屋

根
は
緩
い
傾
斜
で
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
外
側
に
は
約
１
㎝
間
隔
で
溝

を
彫
り
、
断
面
台
形
状
に
丸
瓦
を

表
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
瓦

一
枚
ご
と
を
表
現
し
た
削
り
出
し

は
な
く
、
平
瓦
の
表
現
も
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
軒
先
瓦

の
表
現
も
ま
っ
た
く
な
く
、
平
坦

に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。

　

屋
根
の
降

く
だ
り

棟む
ね

に
は
３
段
の
段
差

が
作
ら
れ
て
お
り
、
鬼
瓦
を
模
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
裏
側

は
屋
根
と
同
じ
く
約
１
㎝
間
隔
で

溝
を
彫
り
平
行
す
る
垂た

る

木き

を
表
現

し
て
い
ま
す
。
先
端
部
分
に
は
径

0.4
㎝
、
深
さ
１
㎝
の
円
孔
が
彫
ら

れ
て
お
り
、
風ふ

う

鐸た
く

な
ど
を
嵌は

め
込

ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
垂

木
の
内
側
に
彫
ら
れ
て
い
る
桁け

た

の

よ
う
な
部
分
に
は
1.9
㎝
間
隔
で
刻

み
目
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
遺
物
以
外
に
同
様
の
破
片

は
出
土
し
て
い
な
い
た
め
、
全
体

の
形
や
大
き
さ
な
ど
を
復
元
す
る

こ
と
は
困
難
で
す
。
し
か
し
、
東

日
本
を
中
心
に
出
土
し
て
い
る
瓦が

塔と
う

（
粘
土
か
ら
作
り
上
げ
焼
か
れ

た
小
型
の
塔
）か
ら
推
測
す
る
と
、

こ
れ
も
小
型
の
お
堂
も
し
く
は
塔

の
一
部
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
瓦
塔

は
九
州
で
は
十
数
例
し
か
出
土
し

て
い
な
い
う
え
に
、
滑
石
製
の
も

の
は
さ
ら
に
珍
し
い
も
の
で
す
。

制
作
年
代
は
８
世
紀
後
半
〜
９
世

紀
前
半
頃
の
も
の
が
多
く
、
こ
の

屋
蓋
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
推

測
さ
れ
ま
す
。

　

瓦
塔
は
生
産
地
の
ほ
か
寺
院
や

集
落
で
出
土
す
る
例
が
多
く
、
そ

れ
ら
の
信
仰
や
祭さ

い

祀し

に
関
連
し
て

作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
滑
石
製
屋
蓋
も
、
出
土
し
た

操
車
場
跡
地
の
東
側
丘
陵
上
に
は

般
若
寺
跡
が
あ
り
、
ま
た
操
車
場

跡
地
で
は
奈
良
時
代
の
大
型
建
物

群
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
そ
れ
ら
と
関
連
の
あ
る

遺
物
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
　
　

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一

表面

裏面

太
宰
府
の
文
化
財
317

滑か
っ

石せ
き

製せ
い

屋お
く

蓋が
い　

　

朱
雀
２
丁
目
出
土
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▲旧蹟全図のエノキデラ

▲栗原孫兵碑（名前側） ▲栗原孫兵碑（年号側）

　

昨
年
、
筑
陽
学
園
の
西
側
の
駐

車
場
で
高
さ
１
ｍ
、
幅
15
㎝
ほ
ど

の
花
崗
岩
製
の
石
柱
が
土
中
か
ら

発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
切
な
も

の
と
は
判
ら
ず
、し
ば
ら
く
こ
の
土

地
の
中
で
放
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
石
柱
を
よ
く
観
察
す
る
と
、背

中
合
わ
せ
の
２
つ
の
面
に
文
字
が

彫
り
込
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
泥
を

払
っ
て
現
れ
た
文
字
を
見
る
と
、

片
面
に「
栗
原
孫
兵
」、も
う
片
方
の

面
に「
明
治
十
五
年
九
月
」と
あ
り

ま
し
た
。
拓
本
を
取
る
と
そ
れ
が

よ
り
鮮
明
に
読
み
取
れ
ま
す
。

　

栗
原
孫
兵
は
太
宰
府
天
満
宮
参

道
に
あ
る「
松
屋
」の
当
主
の
名
で

す
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
「
松

屋
」は
、薩
摩
藩
の
定
宿
で
知
ら
れ

る
参
道
で
も
屈
指
の
旅
館
で
し
た
。

孫
兵
は
勤
王
の
志
が
厚
く
、
志
士

に
従
っ
て
京
都
ま
で
行
き
来
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
石
柱
に
あ
る「
孫

兵
」
は
そ
の
子
で
あ
る
よ
う
で
す

（
親
子
２
代
で
同
名
）。

　

明
治
十
五
年
は
太
宰
府
神
社
と

な
っ
た
天
満
宮
が
７
月
に
官
幣
小

社
に
な
っ
た
記
念
の
年
で
す
。
９

月
は
天
満
宮
の
最
大
行
事
で
あ
る

御
神
幸
祭
が
あ
り
、
道
真
公
の
御

霊
を
載
せ
た
御
輿
が
「
ど
ん
か
ん

み
ち
」
を
通
っ
て
榎
社（
榎
寺
）ま

で
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
石
柱
は

こ
の
道
際
に
埋
ま
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
描
か
れ

た
太
宰
府
の
土
地
の
名
前
や
由
緒

を
細
か
く
記
載
し
た
一
級
資
料
で

あ
る『
太
宰
府
旧
跡
全
図（
北
図
）』

に
は
、
石
柱
の
出
た
榎
寺
の
北
に

当
た
る
場
所
に「
シ
メ
立
」の
記
載

が
あ
り
ま
す（
図
右
上
）。
さ
ら
に

榎
寺
の
東
側
に「
二
ノ
シ
メ
」（
図
右

下
）、
南
西
に
延
び
る
道
に「
三
ノ

シ
メ
」（
図
左
下
）
と
描
か
れ
て
い

ま
す
。「
三
ノ
シ
メ
」に
は
道
の
両

脇
に
白
丸
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
シ
メ
と
は
し
め
縄
を
張
る
位
置

を
示
し
、
し
め
縄
は
道
を
ま
た
ぐ

よ
う
に
張
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筑

陽
学
園
の
西
側
で
発
見
さ
れ
た
石

柱
は
し
め
縄
を
張
る
た
め
の
竿
を

く
く
り
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
明
治
15
（
１

８
８
２
）
年
９
月
に
栗
原
孫
兵
が

奉
納
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の「
シ
メ
立
」の
位
置
は
、
近

年
の
発
掘
調
査
で
判
明
し
た
古
代

の
朱
雀
大
路
と
左
郭
９
条
の
道
路

が
交
差
す
る
位
置
に
あ
た
り
、「
二

ノ
シ
メ
」
は
朱
雀
大
路
と
右
郭
12

条
の
、「
三
ノ
シ
メ
」
は
右
郭
１
坊

路
と
12
条
路
の
交
差
点
に
近
い
位

置
に
あ
た
り
ま
す
。
古
代
の
交
差

点
は
「
チ
マ
タ
」
と
呼
ば
れ
、
幸

い
と
災
い
が
交
差
す
る
場
所
と
考

え
ら
れ
、
ま
じ
な
い
が
行
わ
れ
た

り
お
堂
が
建
て
ら
れ
た
り
し
た
場

所
で
す
。
天
満
宮
に
と
っ
て
大
事

な
祭
祀
が
行
わ
れ
た
榎
社
に
近
い

古
代
の
交
差
点
の
場
所
に
、
し
め

縄
が
張
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
無

意
識
と
は
い
え
古
代
と
の
つ
な
が

り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

こ
こ
に
ま
た
太
宰
府
の
歴
史
の
深

さ
が
感
じ
取
れ
ま
す
。

　
　
　

文
化
財
課　

山
村　

信
榮

太
宰
府
の
文
化
財
318

「
シ
メ
立
」の
石
柱　

－

交
差
点
と
結
界

－
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▲吉松宝満宮・八幡宮の注連縄

▲吉松宝満宮・八幡宮の注連縄綯
な

い

▲坂本八幡宮の注連縄

　

師
走
に
な
り
、今
年
も
あ
と
わ
ず

か
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
23
年
と

い
う
年
は
、
３
月
11
日
の
東
日
本

大
震
災
に
日
本
中
が
揺
れ
動
き
、

そ
し
て
人
と
人
と
の
「
絆
」
が
固

く
結
ば
れ
た
年
で
し
た
。

　

一
年
の
無
事
に
感
謝
し
、
新
し

い
年
を
迎
え
る
た
め
に
、
古
く
か

ら
日
本
の
家
々
で
は
注
連
縄
飾
り

が
門
や
玄
関
に
飾
ら
れ
ま
す
。
市

内
に
は
、
自
ら
の
田
で
育
て
た
稲

わ
ら
を
使
い
、
師
走
の
こ
の
時
期

に
自
ら
の
手
で
綯な

う
注
連
縄
綯
い

の
作
業
を
行
っ
て
い
る
家
も
あ
り

ま
す
。
日
常
の
生
活
の
中
に
は
、

ハ
レ
と
ケ
と
呼
称
さ
れ
る
行
い
が

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、「
ケ
」
は
日

常
の
行
い
を
、「
ハ
レ
」
は
特
別
な

行
為
を
表
し
ま
す
。
新
年
を
迎
え

る
た
め
に
作
ら
れ
る
注
連
縄
は
、「
ハ

レ
」
の
行
事
の
た
め
の
も
の
の
ひ

と
つ
で
す
。
通
常
、
日
常
用
具
の

縄
綯
い
の
作
業
は
、
右
廻
り
に
綯

わ
れ
ま
す
が
、「
ハ
レ
」
の
行
事
で

あ
る
注
連
縄
は
、
日
常
と
は
異
な

る
世
界
を
意
識
し
、
左
廻
り
の
綯

い
方
が
行
わ
れ
ま
す
。
新
年
を
前

に
し
、
神
様
を
迎
え
る
依よ

り
代し

ろ

と

し
て
注
連
縄
は
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

注
連
縄
は
本
来
、
神
域
と
現
世

を
隔
て
る
結
界
の
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
し
た
。
鳥
居
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
姿
は
、
市
内
の
お
宮
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
市
内
の
お

宮
の
多
く
は
、一
年
の
無
病
息
災
、

豊
作
の
御
礼
と
し
て
毎
年
十
月
に

行
わ
れ
る
宮
座
と
呼
ば
れ
る
行
事

の
際
に
、
新
し
く
つ
く
り
代
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
文
化
遺
産
調
査
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
調
査
に
よ
っ
て
、

一
口
に
注
連
縄
と
い
っ
て
も
お
宮

ご
と
に
そ
の
つ
く
り
方
や
姿
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。
素
材
、
作
り
手
、
姿

へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
地
域
の
個
性

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
文
化
ふ
れ
あ
い
館
が
中
心

と
な
っ
て
、
市
内
の
注
連
縄
つ
く

り
の
技
術
に
関
す
る
記
録
作
業
を

進
め
て
い
ま
す
。
水
城
十
社
と
呼

ば
れ
る
旧
水
城
村
の
神
社
の
注
連

縄
つ
く
り
に
つ
い
て
、
注
連
縄
つ

く
り
の
「
今
」
を
記
録
し
、
む
か

し
と
の
違
い
、
地
域
の
違
い
を
記

録
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
今
」
の
担
い
手
の
方
々
の
技

術
に
裏
付
け
ら
れ
た
地
域
ご
と
の

個
性
と
伝
統
の
記
録
で
あ
り
、
太

宰
府
の
個
性
の
ひ
と
つ
一
つ
の
記

録
で
す
。

　

様
々
な
思
い
で
飾
る
注
連
縄
飾

り
。
ど
う
か
新
年
の
１
月
７
日
に

は
、
多
く
の
方
々
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
集
う「
ほ
ん
げ
ん
ぎ
ょ
う（
ど

ん
ど
焼
き
）」の
行
事
で
、
正
月
に

飾
っ
た
注
連
縄
を
焼
い
て
、
一
年

の
無
病
息
災
を
ご
祈
願
く
だ
さ
い
。

「
ほ
ん
げ
ん
ぎ
ょ
う
」に
集
う
こ
と

で
、
新
た
な
年
に
、
新
た
な
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
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注し

め連
縄な

わ

飾
り
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▲奈良三彩火舎の外面

▲奈良三彩壺の外面

　

表
面
を
色
鮮
や
か
に
彩
っ
た
焼

き
物
は
、
私
た
ち
の
目
を
楽
し
ま

せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
し
て
や
素
焼

き
の
土
器
が
主
流
だ
っ
た
時
代
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
い
か
ば
か
り

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

７
世
紀
後
半（
飛
鳥
時
代
）、
鉛

な
ま
り

を
含
む
釉

う
わ
ぐ
す
り薬
を
か
け
た
色
と
り
ど

り
の
焼
き
物
（
鉛え

ん
ゆ
う
と
う

釉
陶
）
が
大
陸

か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
朝
鮮

半
島
新し

ら
ぎ羅
か
ら
は
緑
・
茶
・
白
色

の
単
色
で
彩
ら
れ
た
陶
器
が
、
ま

た
中
国
唐と

う

か
ら
は
「
唐と

う

三さ
ん

彩さ
い

」
と

い
う
三
色
の
釉
薬
が
か
け
ら
れ
た

陶
器
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
後
、
鉱
山
開
発
に
よ
っ
て
金
属

生
産
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、国
内
で
も
鉛
釉
陶
生
産
、

ま
た
鉛
釉
技
術
を
活
か
し
た
ガ
ラ

ス
生
産
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

奈
良
時
代
の
国
産
鉛
釉
陶
器
は
、

総
じ
て
「
奈
良
三
彩
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。
奈
良
三
彩
は
、一
般
に
緑
・

黄
・
白
色
の
三
彩
、
緑
・
白
色
、
緑
・

黄
色
の
二
彩
、
そ
れ
ぞ
れ
一
色
を

用
い
た
単
彩
が
あ
り
ま
す
が
、
単

彩
は
数
が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が

二
彩
・
三
彩
で
す
。

　

種
類
は
、壺つ

ぼ

・
甕か

め

・
瓶へ

い

・
鉢は

ち

・
盤ば

ん

・

椀わ
ん

・
皿さ

ら

・
杯つ

き

、
こ
の
ほ
か
特
殊
品
と

し
て
瓦

か
わ
ら

・
香こ

う

炉ろ

・
火か

舎し
ゃ

・
甑

こ
し
き

・
釜か

ま

・

硯す
ず
り

・
塔と

う

・
鼓

つ
づ
み

の
胴ど

う

・
枕

ま
く
ら

・
蔵ぞ

う

骨こ
つ

器き

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
官か

ん

衙が

（
役
所
）・
寺
院
・
墳ふ

ん

墓ぼ

・

祭さ
い

祀し

遺い

跡せ
き

・
邸
宅
・
住
居
等
か
ら

出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
事
例

は
稀ま

れ

な
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
数

少
な
い
中
で
も
圧
倒
的
に
数
が
多

い
の
は
、
祭
祀
遺
跡
な
ど
で
出
土

す
る
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
小
型
壺

で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
小
型
壺

以
外
の
出
土
例
が
い
か
に
希
少
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
寺
院
跡
か
ら

出
土
す
る
奈
良
三
彩
は
、
奈
良
の

東
大
寺
正
倉
院
で
儀
式
用
の
調
度

品
と
し
て
伝
世
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、そ
の
用
途
は
主
に
儀
式
具
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

ほ
か
貴
族
の
邸
宅
出
土
例
も
あ
り
、

奢し
ゃ
し侈
品（
贅
沢
品
）だ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

太
宰
府
市
内
で
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
観
世
音
寺
・
般
若
寺
跡
・
宝

満
山
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
写

真
は
大
宰
府
条
坊
跡
ほ
ぼ
中
央
部
、

西
鉄
操
車
場
跡
地
の
発
掘
調
査
で

新
し
く
見
つ
か
っ
た
も
の
で
す
。

上
の
写
真
は
盤

ば
ん

（
洗
面
器
の
よ
う
な

形
）に
細
く
高
い
脚
が
付
い
た
香こ

う

炉ろ

（
火か

舎し
ゃ

）の
口
縁
の
一
部
で
す
。
剥は

げ
ず
に
残
っ
た
釉
薬
に
緑
・
茶
色

が
見
え
ま
す
。
下
の
写
真
は
、緑
・

黄
色
の
釉
薬
が
か
か
っ
た
壺
の
胴

部
破
片
で
す
。

　

西
鉄
操
車
場
跡
地
か
ら
は
奈
良

三
彩
だ
け
で
な
く
、
高
級
食
器
と

し
て
知
ら
れ
る
佐さ

波は

理り

（
新し

ら
ぎ羅
製

の
金
属
食
器
）
も
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
全
国
的
に
は
大

寺
院
跡
な
ど
か
ら
の
出
土
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
の
調
査
で

見
つ
か
っ
た
遺
構
は
寺
院
跡
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

奈
良
時
代
、
こ
こ
に
は
大
宰
府

の
中
で
も
最
大
級
で
し
か
も
格
調

高
い
建
物
が
、
政
庁
に
通
じ
る
朱

雀
大
路
側
を
向
い
て
建
ち
並
ん
で

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
規
模
か
ら
見
て
も
大

宰
府
に
深
く
関
わ
る
公
的
な
施
設

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
出
土
し
た

佐
波
理
・
奈
良
三
彩
は
こ
こ
で
使

わ
れ
、
こ
の
場
所
を
象
徴
す
る
よ

う
な
物
品
だ
っ
た
こ
と
が
十
分
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
遺
跡
の
性
格
に

つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て
き
ま

し
た
が
、
先
月
、
奈
良
時
代
の
客

館
跡
と
し
て
公
表
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
奈
良
三
彩
も
、
大
宰
府
に
来

た
外
国
使
節
を
迎
え
、
も
て
な
す

た
め
に
使
わ
れ
た
品
々
の
一
つ
だ
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
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奈な

ら良
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さ
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車
場
跡
出
土　
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時
代
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