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佐波理に盛り付けた食事

（提供：（独）奈良文化財研究所）  料理復元：奥村彪生　　　　

大型建物跡（南棟）大型建物跡（南棟）

皿

漆 器

椀

匙

椀（加盤か？）

椀・皿

椀・皿

佐波理

　

西
鉄
操
車
場
跡
地
は
、
平
成
８

年
の
道
路
拡
幅
に
先
立
つ
調
査
を

皮
切
り
に
、
県
道
新
設
や
西
鉄
の

開
発
計
画
に
伴
っ
て
埋
蔵
文
化
財

発
掘
調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

複
数
の
層
を
な
す
密
度
高
い
遺い

構こ
う

と
出
土
品
の
数
々
か
ら
古
代
大
宰

府
の
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
、
奈

良
時
代
に
つ
い
て
は
、大
型
南
北
建

物
群
、
佐さ

波は

理り

と
呼
ば
れ
る
新し

ら
ぎ羅

（
古
代
韓
国
）の
高
級
食
器
、
文
字

を
記
し
た
木も

っ
か
ん簡
、
平
安
時
代
に
つ

い
て
は
、
公く

卿
ぎ
ょ
う

（
上
級
貴
族
）
が

着
用
し
た
白は

く

玉ぎ
ょ
く

帯た
い

な
ど
、
こ
れ
ま

で
マ
ス
コ
ミ
や
広
報
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

新
た
な
発
見
は
そ
の
後
も
続
き

ま
し
た
。
佐
波
理
は
そ
れ
ま
で
に

５
点
出
土
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
加か

盤ば
ん（
椀
を
入
れ
子
に

収
納
し
た
も
の
）、
椀
・
皿
、
匙さ

じ

な

ど
、
奈
良
の
東と

う

大だ
い

寺じ

正
し
ょ
う

倉そ
う

院い
ん

に
収

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
食
膳
セ
ッ

ト
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
高
級
食

器
・
容
器
は
佐
波
理
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
漆
器
、
奈
良
三さ

ん

彩さ
い

、

銅
製
容
器
・
新
羅
土
器
な
ど
希
少

な
も
の
・
類
例
の
少
な
い
も
の
が

あ
り
、
し
か
も
香
炉
・
火か

舎し
ゃ

（
火
を

入
れ
る
た
め
の
脚
付
き
の
盤
）
と

い
っ
た
特
殊
品
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
大
宰
府
の
官
人
た

ち
が
普
通
に
使
用
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
を
通
し
て
わ
か
る
の
は
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
は
じ
め

に
か
け
て
、
こ
こ
が
特
別
な
場
所

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
場
所

の
性
格
を
示
す
直
接
の
証
拠
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
代
の

都
と
の
比
較
を
通
し
て
、
外
国
使し

節せ
つ

を
安あ

ん

置ち

（
宿
泊
）し
た「
客
館
」の

可
能
性
が
浮
上
し
ま
し
た
。

　

当
時
の
都
は
、
宮
殿
を
北
に
置

き
、
宮
殿
か
ら
南
に
延
び
る
幅
広

い
朱
雀
大
路（
中
央
南
北
大
路
）と

条
じ
ょ
う

坊ぼ
う（
碁
盤
目
の
街
区
）を
持
っ
て

い
ま
す
。
条
坊
中
央
南
寄
り
付
近

の
朱
雀
大
路
脇
の
一
画
に
は
、
平

安
京
（
京
都
）
で
は
外
国
使
節
が

滞
在
し
た
「
鴻こ

う

臚ろ

館か
ん

」
が
置
か
れ
、

平
城
京
（
奈
良
）
で
も
「
客
館
」
が

置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
宰
府
も
外
国
使
節
を
迎
え
る
こ

と
で
は
平
城
京
・
平
安
京
と
同
じ

で
す
。
ま
た
都
の
よ
う
に
政
庁
を

北
に
据
え
、
朱
雀
大
路
を
備
え
、

条
坊
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
条
坊
中
心

付
近
の
朱
雀
大
路
脇
の
一
画
か
ら
、

大
人
数
を
収
容
で
き
る
格
式
高
い

建
物
と
高
級
品
の
数
々
が
確
認
さ

れ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
比
較

す
る
と
、
こ
こ
が
外
国
使
節
を
安

置
し
、
ま
た
遣
唐
使
も
利
用
し
た

よ
う
な
客
館
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
東
北
の
多た

賀が

城
じ
ょ
う

で
も
、
中
央

南
北
大
路
脇
に
城
下
最
大
級
の
大

型
建
物
群
が
同
様
に
立
ち
並
ぶ
一

画
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
外
国
・

辺
境
の
人
々
を
迎
え
る
と
い
う
役

割
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
関
連
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、福
岡
市
の
鴻
臚
館
跡（
奈

良
時
代
は
筑つ

く
し
の
む
ろ
ず
み

紫
館
）は
よ
く
知
ら
れ

た
客
館
跡
で
す
が
、
奈
良
時
代
に

は
両
方
の
施
設
が
連
携
し
て
外
国

使
節
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

海
を
渡
っ
て
き
た
外
国
使
節
は
ま

ず
筑
紫
館
に
上
陸
・
滞
在
し
ま
す
。

そ
し
て
大
宰
府
で
の
受
け
入
れ
が

決
ま
る
と
、
水
城
西
門
を
通
る
官

道
を
通
っ
て
条
坊
内
の
客
館
に
入

り
、
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
後
、
外

交
儀
礼
・
饗

き
ょ
う

宴え
ん

の
た
め
大
宰
府
政

庁
に
上
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

こ
の
条
坊
内
の
客
館
と
海
沿
い
の

筑
紫
館
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
都

（
平
城
京
・
平
安
京
）と
難

な
に
わ
の
む
ろ
ず
み

波
館（
大

阪
湾
岸
）
の
関
係
と
共
通
す
る
も

の
で
す
。

　

都
城（
条
坊
）内
に
設
け
ら
れ
た

客
館
の
発
掘
事
例
は
、
東
ア
ジ
ア

で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
古

代
外
交
を
知
る
上
で
、
た
い
へ
ん

重
要
な
遺
跡
と
い
え
ま
す
。

　
　
　

文
化
財
課　

井
上　

信
正

太
宰
府
の
文
化
財
321

大
宰
府
条
坊
内
の
客
館

朱
雀
３
丁
目（
西
鉄
操
車
場
跡
）

奈
良
時
代
〜
平
安
時
代
は
じ
め
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国分共同利用施設国分共同利用施設

太宰府市太宰府市
文化ふれあい館文化ふれあい館

筑前国分寺跡（国史跡）筑前国分寺跡（国史跡）

国分松本遺跡第11次国分松本遺跡第11次
調査地調査地

筑前国分尼寺跡筑前国分尼寺跡
水城東門水城東門

国分寺前国分寺前

①

表 裏

論　

語　
　
　

学

論　

第

　

  一

　

第

▲1号木簡（長さ7.0㎝）

② □　

鍬　
　

以　

奉　

（
上
）

▲2号木簡（長さ17㎝）

③

表 裏

有　
　

政　
　
　

故　
　
　

也

□　
　

覚　
　
　
　
　
　
　
　

尓

▲3号木簡（長さ14㎝）

←←
国分共同利用施設国分共同利用施設

木簡が出土した大溝木簡が出土した大溝

国分松本遺跡第11次調査地全景国分松本遺跡第11次調査地全景

NN

　

奈
良
時
代
、
聖し

ょ
う
む武
天
皇
に
よ
っ

て
鎮
護
国
家
の
た
め
に
全
国
60
余

国
に
寺
院
の
建
立
が
命
じ
ら
れ
ま

す
（
天
平
13
年
、
国
分
寺
建
立
の

詔
）。
当
時
、
太
宰
府
市
域
は
筑
前

国
の
範
囲
に
あ
り
、
国
分
三
〜
四

丁
目
に
は
そ
の
時
に
建
て
ら
れ
た

国
分
寺
と
尼
寺
が
文
書
資
料
や
発

掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
行
な
っ
た
国
分

松
本
遺
跡
第
11
次
調
査
は
、
筑
前

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
を
通
る
古
代

の
道
路
の
南
側
に
位
置
し
、
幅
14

ｍ
を
超
え
る
大
き
な
溝
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
溝
か
ら
は
、
多

量
の
弥
生
時
代
・
奈
良
時
代
の
土

器
と
と
も
に
、
木
製
品
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
板
に

墨
で
字
を
書
い
た
も
の
―
―
木
簡

も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

今
回
確
認
さ
れ
た
木
簡
は
３
点

で
す
。
１
点
目
（
写
真
①
）
は
、

両
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

片
面
に
は
３
文
字
が
見
え
ま
す
が
、

文
字
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
１
字
目
に
は「
大
」

や
「
九
」、
２
字
目
に
は
「
次
」
や

「
夫
」
な
ど
、
そ
し
て
３
字
目
に
は

「
五
」
や
「
又
」
と
い
っ
た
候
補
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
裏
面
に
は
、
複

数
の
文
字
が
重
ね
て
書
か
れ
て
お

り
、「
論
語
学
」や「
第
一
」
と
読
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
裏
面
の

文
字
は
、
手
習
い
の
た
め
に
書
か

れ
た
も
の
（
習

し
ゅ
う

書し
ょ

木も
っ

簡か
ん

と
い
い
ま

す
）で
、
内
容
は
『
論
語
』の「
学
而

第
一
」※
に
関
連
す
る
よ
う
で
す
。

　

２
点
目
（
写
真
②
）
は
片
面
の

み
に
５
文
字
が
見
え
、
木
簡
の
上

部
が
折
れ
て
い
て
一
字
目
は
不
明

で
す
が
、
二
字
目
は「
鍬
」
の
異
体

字
で
、以
下
「
鍬
以
奉
上
」
と
読
め

ま
す
。
つ
ま
り
、「
鍬
を
さ
し
上
げ

る
」と
い
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。

　

３
点
目
（
写
真
③
）
は
両
面
に

文
字
が
あ
り
、
片
面
は
３
字
で
、

２
字
目
は
「
覚
」と
読
め
、
そ
の
下

は
少
し
空
け
て
か
ら
小
さ
く「
尓
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
尓
」
は
助

詞
に
あ
た
る
も
の
で
、「
〜
に
」
と

い
う
意
味
で
す
。
上
の
２
文
字
は

お
そ
ら
く
人
名（
僧
の
名
前
か
）と

考
え
ら
れ
ま
す
。
裏
面
に
は
４
文

字
が
見
え
、「
有
政
故
也
」
と
読
め

ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
溝
の
奈
良

時
代
の
層
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

大
溝
は
北
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て

水
が
流
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、木
簡
は
当
時
上
流
側
に
あ
っ

た
筑
前
国
分
寺
か
ら
流
れ
て
き
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
市
内
で
は

大
宰
府
政
庁
周
辺
や
大
宰
府
条
坊

以
外
で
木
簡
が
出
土
す
る
こ
と
は

稀
で
、
大
変
貴
重
な
出
土
品
で
あ

る
と
と
も
に
、
筑
前
国
分
寺
と
の

関
連
性
が
期
待
さ
れ
る
文
字
資
料

と
し
て
も
重
要
で
す
。

※
『
論
語
』
は
中
国
春
秋
時
代
の
思

想
家
・
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
言

行
を
記
録
し
た
も
の
で
、
全
20
編
あ

る
。「
学
而
第
一
」
は
そ
の
第
1
編
。

　
　
　

文
化
財
課　

遠
藤　
　

茜

太
宰
府
の
文
化
財
322

筑
前
国
分
寺
跡
の
近
く
で

                   

出
土
し
た
木も

っ

簡か
ん

（
国
分
松
本
遺
跡
第
11
次
調
査　

国
分
三
丁
目
）

奈
良
時
代
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発掘された井戸

整備された井戸

国分2丁目水城３丁目 東門跡

筑前国分
尼寺跡

こくぶ
保育園

姿見井

112

574

　

太
宰
府
市
に
は
菅
原
道
真
ゆ
か

り
の
文
化
財
が
数
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
水
城
東
門
跡
付
近
に
も

衣き
ぬ

掛か
け

（
衣
挂
）
天
神
や
衣
掛
石
な

ど
菅
原
道
真
に
ま
つ
わ
る
伝
説
地

が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
姿
見
井
」に

は
、
次
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

昌
し
ょ
う

泰た
い

４（
９
０
１
）年
１
月
25
日
、

右
大
臣
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
は
、

大
宰
権
帥
に
任
命
さ
れ
、
大
宰
府

に
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
道

真
は
水
城
の
東
門
か
ら
大
宰
府
に

入
り
、
こ
の
付
近
で
衣
服
を
着
替

え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
、
自
分
の
姿
を
映
し
た

井
戸（
池
）が
、
こ
の
井
戸
と
伝
え

ら
れ
、
の
ち
に
姿
見
井（
姿
見
池
）

や
鏡
池
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
井
戸
に
つ
い
て
は
、
江
戸

時
代
や
明
治
時
代
の
書
物
に
も
記

さ
れ
、
文
政
年
間
（
１
８
１
８
〜

１
８
３
０
年
）に
編
集
さ
れ
た『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
、「
町

内
に
姿
見
井
ま
た
鏡
井
と
い
ふ
あ
り
。

五
尺
四
方
民
家
の
軒
に
あ
り
」
と

記
さ
れ
、
約
1.5
ｍ
四
方
の
方
形
の

井
戸
が
民
家
の
間
に
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
井
戸
も

戦
前
ま
で
は
山
側
か
ら
水
が
流
れ

込
み
、
澄
ん
だ
水
が
溜
ま
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
戦
後
、
山
水
が
流

れ
込
ま
な
く
な
る
と
、
荒
廃
し
た

た
め
埋
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
姿
見
井
の
景
観
整
備
を
行

う
こ
と
に
な
り
、確
認
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
奥
行
2.5
ｍ
、
幅
1.5
ｍ

の
長
方
形
に
積
ま
れ
た
石
垣
が
検

出
さ
れ
ま
し
た
。
石
垣
は
花
崗
岩

を
４
段
ほ
ど
積
み
上
げ
、
石
垣
の

下
に
は
、
石
垣
が
滑
り
崩
壊
す
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
丸
太
が
敷
か

れ
て
い
ま
し
た
。
石
垣
の
高
さ
は

約
１
ｍ
で
、
旧
道
か
ら
井
戸
底
ま

で
は
深
さ
1.2
ｍ
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
旧
道
側
に
は
踊
り
場
と
排
水

路
の
よ
う
な
石
組
み
も
造
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
石
垣
の
築
造
年

代
は
不
明
で
す
が
、
お
そ
ら
く
近

世
以
降
に
積
ま
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

　

井
戸
の
中
に
は
黒
色
の
粘
質
土

が
堆
積
し
、
そ
の
下
に
砂
層
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
黒
色
の
粘
質
土

に
は
ビ
ニ
ー
ル
、
ビ
ー
玉
、
空
き

缶
な
ど
が
混
じ
っ
て
お
り
、
戦
後

井
戸
が
埋
も
れ
て
い
っ
た
様
子
が

窺
え
ま
し
た
。
調
査
で
見
つ
か
っ

た
石
垣
や
丸
太
は
、
崩
落
や
劣
化

防
止
の
た
め
、
埋
め
戻
し
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
調
査
成
果
を
も
と
に
井

戸
の
姿
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
整

備
し
て
い
ま
す
。
井
戸
に
水
は
溜

ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
池
に
敷
か

れ
た
青
色
の
玉
石
が
水
面
を
想
像

さ
せ
、
運
が
良
け
れ
ば
青
色
の
玉

石
に
埋
も
れ
た
石
の
窪
み
に
水
が

た
ま
っ
て
い
て
、
自
分
の
姿
を
映

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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姿
す
が
た

見み

の

い井　
（
国
分
２
丁
目
）
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推定六所宝塔跡での現地説明会

市民による山中の見学会

宝満山遠景

　

宝
満
山
は
太
宰
府
市
の
北

東
に
あ
り
、
山
稜
は
北
東
に

延
び
て
三さ

ん

郡ぐ
ん

山さ
ん

、
砥と

石い
し

山や
ま

、

若わ
か

杉す
ぎ

山や
ま

、
南
西
側
は
愛お

嶽た
け

山さ
ん

に
連
な
っ
て
お
り
、
九
州
で

も
最
も
人
気
の
あ
る
登
山
の

山
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

の
は
じ
め
に
貝か

い
ば
ら
え
き
け
ん

原
益
軒
と
い

う
黒
田
藩
の
学
者
が
書
い
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
』と
い
う

書
物
に
は
、
違
っ
た
山
の
一

面
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
竈か

ま

門ど

山や
ま　

此
山
は
国
の
中

央
に
あ
り
て
、
い
と
高
く
、

造ぞ
う

化か

神し
ん
し
ゅ
う秀
の
あ
つ
ま
れ
る
所

に
し
て
、
神
霊
の
と
と
ま
り

ま
す
地
な
れ
は
に
や
、
筑つ

く

紫し

の
国
の
惣そ

う
ち
ん
じ
ゅ

鎮
守
と
称
す
。
凡

お
よ
そ

国
土
に
は
鎮
守
と
な
れ
る
山

あ
り
。」

　

宝
満
山
は
、
か
つ
て「
竈か

ま

門ど

山や
ま

」
や
「
御み

笠か
さ

山や
ま

」
と
い
う

名
称
で
呼
ば
れ
た
時
代
が
あ

り
ま
し
た
。
峰
が
高
く
常
に

カ
マ
ド
か
ら
雲
が
立
ち
上
る
よ
う

に
見
え
た
た
め
「
竈
門
山
」
と
呼

ば
れ
た
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
神
秘

的
な
景
観
か
ら
神
が
留
ま
る
場
所

と
み
な
さ
れ
『
続
風
土
記
』
で
は

筑
紫
の
国
を
鎮
め
る
中
心
の
山
と

さ
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、『
竈
門
山
旧
記
』
と
い

う
江
戸
時
代
の
宝
満
山
に
い
た
山

伏
が
書
き
残
し
た
書
物
に
は
「
天て

ん

智じ

天
皇
の
御お

ん

宇う

都
を
太
宰
府
に
建

玉
う
時
、
鬼
門
に
当
り
竈
門
山
の

頂
に
八
百
万
神
之
神
祭
り
し
玉
ひ
」

と
あ
り
、
こ
の
山
が
古
代
の
役
所

「
大
宰
府
」の
鬼
門
に
あ
た
る
鎮
め

の
場
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同

じ
書
物
に
は
「
天
智
天
皇
の
御
宇

心し
ん

蓮れ
ん

上
し
ょ
う
に
ん人
常
に
樒み

つ

阿あ

か伽
の
水
を
以

て
山
中
を
修
行
す
」
と
さ
れ
、
法

相
宗
の
僧
心し

ん

蓮れ
ん

も
ま
た
伝
説
的
な

山
を
開
い
た
人
と
し
て
描
か
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
ま
で
は

霊
峰
と
し
て
知
ら
れ
た
山
で
す
が
、

山
に
対
す
る
信
仰
は
明
治
時
代
以

降
に
は
竈
門
神
社
が
そ
れ
を
引
き

継
ぎ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
の
開
発
や
自
然
災

害
、
営
林
作
業
の
停
滞
な
ど
で
山

中
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
太
宰
府
市
で
は
平
成

17
年
度
か
ら
21
年
度
に
か
け
て
、

文
化
庁
か
ら
の
補
助
を
受
け
て
山

の
総
合
的
な
埋
蔵
文
化
財
の
調
査

を
行
い
、
歴
史
的
に
霊
峰

と
さ
れ
て
き
た
宝
満
山
を
、

具
体
的
な
文
化
財
と
い
う

視
点
で
そ
の
価
値
を
再
度

評
価
す
る
作
業
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
そ
の
調
査
の

過
程
で
は
、「
有う

ち智
山や

ま
じ
ょ
う城
」

と
い
わ
れ
て
き
た
中
世
の

山
城
の
調
査
や
、
天
台
宗

を
開
い
た
最

さ
い
ち
ょ
う澄
が
発ほ

つ
が
ん願
し

て
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る

六
所
宝
塔
の
内
の
「
安
西

塔
」
と
呼
ば
れ
る
推
定
地

の
発
掘
、
竈
門
神
社
に
あ

る
「
下
宮
礎
石
」
の
再
発
掘
調
査

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
周

辺
で
進
ん
で
い
る
耕
地
整
理
や
民

間
開
発
な
ど
で
行
わ
れ
た
発
掘
調

査
の
所
見
な
ど
も
併
せ
て
、
専
門

の
先
生
方
に
お
願
い
し
て
宝
満
山

の
文
化
財
的
な
価
値
を
総
括
す
る

総
合
報
告
書
を
作
成
す
る
作
業
が

進
行
中
で
す
。
平
成
25
年
に
は
こ

の
総
合
報
告
書
が
国
の
文
化
財
保

護
審
議
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
で
、

歴
史
的
な
霊
峰
宝
満
山
を
次
の
世

代
に
守
り
伝
え
る
た
め
の
保
護
が

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

文
化
財
課
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霊
峰　

宝ほ
う

満ま
ん

山ざ
ん
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▲平成22年の時の記念日の行事

▲郷土読本13頁

　

大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
に
東

京
天
文
台
と
生
活
改
善
同
盟
会
が

「
時
を
守
り
、欧
米
並
み
の
生
活
改

善
・
合
理
化
を
図
ろ
う
」
と
い
う

主
旨
の
も
と
、「
時
の
記
念
日
」
が

制
定
さ
れ
、
翌
大
正
10
（
１
９
２

１
）
年
か
ら
全
国
で
記
念
行
事
が

始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

太
宰
府
で
も
、
奈
良
時
代
に
時

を
刻
む
漏ろ

う
こ
く刻
が
置
か
れ
た
と
伝
え

ら
れ
る「
辰と

き

山や
ま（
月
山
）」を
望
む
都と

府ふ

楼ろ
う

跡
で
記
念
式
典
が
行
わ
れ
ま

し
た（
大
正
10
年
６
月
11
日　
福
岡

日
日
新
聞
朝
刊
）。
そ
の
記
事
に
は
、

「
天て

ん

智ぢ

天
皇
の
漏
刻
を
据す

え
付
け
ら

れ
し
、
と
き
山
の
前
面
な
る
都
府

楼
跡
に
て
挙
行
さ
る
」
と
都
府
楼

跡
に
参
集
す
る
意
味
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
昭
和
12
年
に

作
成
さ
れ
た
『
郷
土
読
本
（
中
）』

（
水
城
尋

じ
ん
じ
ょ
う常
高
等
小
学
校
刊
）に
も

「
第
五　

時
の
記
念
日
」と
し
て
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
子

ど
も
の
視
点
か
ら
、
時
計
を
持
た

ず
に
支
会
ご
と
に
、午
前
５
時
ち
ょ

う
ど
を
目
指
し
、
都
府
楼
跡
に
集

合
す
る
行
事
内
容
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
は
皆
集
合
し
た
後

に
、
時
を
計
る
こ
と
知
る
こ
と
の

大
切
さ
と
、
天
智
天
皇
が
築
き
し

漏
刻
あ
る
辰
山
を
臨
む
都
府
楼
跡

で
式
典
を
行
う
意
味
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
午
前
５

時
に
集
合
す
る
際
に
覚
え
た
緊
張

感
や
、わ
ず
か
の
差
で
３
等
に
な
っ

た
が
、
や
っ
と
入
賞
す
る
こ
と
が

で
き
た
喜
び
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

都
府
楼
跡
で
行
わ
れ
て
い
た「
時

の
記
念
日
」の
行
事
は
、そ
の
時
々

の
話
題
と
な
り
（
昭
和
39
年
６
月

10
日　

西
日
本
新
聞
夕
刊
）、
昭
和

40
年
代
ま
で
継
続
さ
れ
、
一
時
途

絶
え
た
も
の
の
平
成
の
世
に
な
り

城
戸
満

み
つ
る

（
筑ち

く
ざ
ん山
）
先
生
と
教
え
子

の
方
々
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。
全
国
で
始
め

ら
れ
た
「
時
の
記
念
日
」
の
行
事

は
、
多
く
の
地
で
途
絶
え
て
い
ま

す
が
、
太
宰
府
で
は
多
く
の
人
々

の
努
力
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
て
い

ま
す
。「
時
」を
大
切
に
思
う
行
事

を
、
当
初
か
ら
継
続
し
て
い
る
都

府
楼
跡
を
舞
台
に
、
次
代
へ
引
き

継
い
で
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

昨
年
の
11
月
20
日
に
太
宰
府
市
民

遺
産
第
６
号
と
し
て
認
定
を
受
け

ま
し
た
。

　

今
年
の
６
月
10
日
は
、
日
曜
日

で
す
。「
プ
チ
遅
刻
」が
横
行
す
る

今
日
こ
の
頃
、
社
会
の
乱
れ
に
も

つ
な
が
り
か
ね
な
い
自
分
の
中
の

「
時
を
粗
末
に
扱
う
」気
持
ち
に
ス

ト
ッ
プ
を
か
け
る
た
め
に
、
こ
の

日
ば
か
り
は
、
少
し
早
め
に
起
き

て
、
時
を
大
切
に
思
う
「
時
の
記

念
日
の
行
事
」
に
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。
そ
こ
で
新
た
な
出
会
い

の
輪
が
広
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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み
ん
な
で
集
お
う「
時
の
記
念
日
」

【
太
宰
府
市
民
遺
産　
第
６
号

　
　
　
　
太
宰
府
に
お
け
る
時
の
記
念
日
の
行
事
】

　
　
　
　
　
　

景
観
・
市
民
遺
産
育
成
団
体　

辰と
き
や
ま
か
い

山
会

●太宰府における時の記念日の行事（参加自由）
　【育成団体：辰山会】
　場所：大宰府政庁跡（正殿前）
　日時：６月10日(日)　午前６時～

●認定太宰府市民遺産展　ギャラリートーク
　場所：太宰府市文化ふれあい館
　日時：６月10日(日)　午後２時～

※いずれも事前申し込み不要、参加費無料
　どなたでも参加できます。
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▲出土した 銭3束（大宰府条坊跡第210次調査出土）

▲出土した宋銭の一部

　

平
成
24
年
度
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
「
平
清
盛
」
が
現
在
、
放
映
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
触
れ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期

（
10
〜
13
世
紀
）に
な
る
と
、
日
宋

貿
易
、つ
ま
り
日
本
と
中
国（
宋
）の

貿
易
が
大
変
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

　

当
時
、
日
本
か
ら
宋
へ
輸
出
し

た
も
の
と
し
て
は
、
金
・
硫
黄
・

刀
剣
・
漆
器
な
ど
が
あ
り
、
逆
に

宋
か
ら
輸
出
さ
れ
た
の
は
、香
料
・

織
物
・
陶
磁
器
・
書
籍
・
絵
画
・

宋
銭
な
ど
で
し
た
。
今
回
は
こ
の

中
で
、
宋
銭
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
古
代
か
ら
貨
幣
と
し

て
の
銭
（
銅
銭
）
が
作
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
和
同
開
珎
を

は
じ
め
と
す
る
皇
朝
十
二
銭
と
し

て
有
名
で
す
が
、
中
世
に
は
す
で

に
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
も
と
も
と
宋
銭
が
輸
入
さ

れ
た
の
は
、
仏
具
な
ど
に
使
う
た

め
の
原
材
料
目
的
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
宋
銭
に
目
を
つ
け

た
の
が
、
後
に
大
宰
大
弐
に
な
っ

た
平
清
盛
で
す
。
大
量
に
輸
入
し

た
宋
銭
を
通
貨
と
し
て
使
っ
て
、

市
場
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い

く
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時

代
に
な
っ
て
も
宋
銭
を
輸
入
す
る

こ
と
は
盛
ん
で
し
た
。
そ
の
宋
銭

を
、
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
大
量
に

埋
め
る
行
為
（
備
蓄
銭
と
言
い
ま

す
）
が
行
わ
れ
始
め
る
の
が
、
13

世
紀
第
４
四
半
期
（
１
２
７
５
〜

１
３
０
０
年
）あ
た
り
か
ら
で
す
。

　

大
宰
府
で
の
実
例
を
１
つ
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
太
宰
府
市

役
所
か
ら
北
に
位
置
す
る
四
王
寺

山
を
望
む
と
、
ち
ょ
う
ど
真
正
面

や
や
東
あ
た
り
に
小
高
い
丘
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
朝
日
山
と
い

い
ま
す
。
こ
の
朝
日
山
に
長
さ
60

ｍ
以
上
、
幅
７
ｍ
、
深
さ
2.3
ｍ
と

い
う
長
大
な
堀
が
掘
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
調
査
成
果
を

み
る
と
、
そ
の
堀
が
埋
ま
っ
た
後

に
、
小
さ
な
穴
を
掘
り
、
宋
銭
を

３
０
０
枚
埋
め
て
い
た
こ
と
が
判

り
ま
し
た
。
こ
の
穴
か
ら
は

銭

と
呼
ば
れ
る
銭
１
０
０
枚
を
紐
を

通
し
て
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
が

３
束
出
土
し
ま
し
た
。
本
来
、

銭
で
は
、
省

し
ょ
う

陌び
ゃ
く

（
省

し
ょ
う

銭せ
ん

）
と
い
っ

て
、
中
世
で
は
97
枚
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
96
枚
の

銭
を
１
０
０

文
と
し
て
使
用
す
る
の
が
慣
習
な

の
で
す
が
、
こ
の

銭
は
き
っ
ち

り
１
０
０
枚
を
１

に
し
て
い
る

点
が
特
徴
と
い
え
ま
す
。
最
近
の

研
究
で
は
、
東
北
地
方
北
部
と
九

州
で
は
銭
百
枚
で
百
文
と
い
う
丁

百
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
３
０
０
枚

の
宋
銭
の
う
ち
、
一
番
新
し
い
銭

が
景け

い

定て
い

元げ
ん

寶ぽ
う（
初
鋳
１
２
６
０
年
）

な
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の

銭

が
埋
め
ら
れ
た
の
は
１
２
６
０
年

以
降
と
な
り
ま
す
。
当
時
の
大
宰

府
は
大
宰
少

し
ょ
う

弐に

で
あ
っ
た
武
藤
氏

が
覇は

権け
ん

を
握
っ
て
い
ま
し
た
。
少

弐
氏
の
館
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
御

所
ノ
内
地
区
の
背
後
の
山
に
あ
た

る
こ
の
場
所
に
埋
め
ら
れ
て
い
た

こ
の
銭
は
現
時
点
で
は
埋
め
ら
れ

た
理
由
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

日
宋
貿
易
を
契
機
に
日
本
中
に
広

ま
っ
た
宋
銭
の
１
つ
の
あ
り
よ
う

と
し
て
備
蓄
銭
は
今
後
も
注
目
さ

れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
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髙
橋　

学
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埋
め
ら
れ
た
銭（

さ
し

銭ぜ
に

）

観
世
音
寺
五
丁
目　

鎌
倉
時
代
後
期
〜
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▲相輪橖

▲六座の面

▲太宰府天満宮のイチイガシ

◎
有
形
文
化
財
（
２
件
）

相そ
う

輪り
ん

橖と
う

所
在
地
：
太
宰
府
天
満
宮
境
内

　
　
　
　

社
殿
東
側

　

こ
の
相
輪
橖
は
、
享

き
ょ
う

和わ

２
（
１

８
０
２
）
年
、
菅
公
９
０
０
年
忌

に
あ
た
り
、博
多
の
商
人
ら
に
よ
っ

て
発
願
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
博

多
鋳
物
師
と
し
て
活
躍
し
た
山
鹿

氏
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で

す
。
中
央
に
塔
を
簡
略
化
し
た
柱

を
立
て
、
そ
の
柱
を
支
え
る
た
め

に
四
隅
に
脇
柱
を
立
て
て
お
り
、

中
央
柱
は
高
さ
６
ｍ
 、
脇
柱
は
高

さ
2.4
ｍ
で
す
。

　

明
治
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、

太
宰
府
天
満
宮
で
は
仏
教
色
の
明

ら
か
な
も
の
は
取
り
壊
し
や
移
築

が
行
わ
れ
た
た
め
、
現
在
境
内
に

所
在
す
る
天
満
宮
安
楽
寺
の
建
築

物
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、全
国
的
に
も
数

少
な
い
建
築
物
と
し
て
貴
重
で
す
。

六ろ
く

座ざ

の
面め

ん 
附

つ
け
た
り

納の
う
に
ゅ
う
ば
こ

入
箱

所
在
地
：
太
宰
府
天
満
宮
宝
物
殿

　

六
座
の
面
は
、
中
世
後
期
の
作

と
考
え
ら
れ
、
美
術
史
的
に
は
近

世
に
な
っ
て
定
形
化
さ
れ
た
能
面

よ
り
古
い
要
素
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
か
つ
て
宰
府
や
観
世

音
寺
に
あ
っ
た
祇
園
社
に
能
が
奉

納
さ
れ
て
い
た
時
に
用
い
ら
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
、
中
世
太
宰
府

の
職
能
集
団
で
あ
る「
六
座
」の
活

動
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
的

価
値
を
有
す
る
点
で
も
貴
重
で
す
。

◎
天
然
記
念
物
（
１
件
）

太
宰
府
天
満
宮
の

　
　
　

イ
チ
イ
ガ
シ

所
在
地
：
太
宰
府
天
満
宮
境
内

　
　
　
　

社
殿
東
側

　

こ
の
イ
チ
イ
ガ
シ
は
、
社
殿
の

東
側
、
中
島
神
社
の
裏
手
に
あ
り

ま
す
。
樹
高
は
約
20
ｍ
、
幹
の
南

側
半
分
が
欠
損
す
る
も
の
の
、
樹

勢
は
旺
盛
で
、
枝
は
八
つ
手
状
に

大
き
く
広
が
っ
て
い
ま
す
。
幹
周

り
は
約
5.4
ｍ
を
測
り
、
同
種
と
し

て
は
市
内
最
大
で
あ
り
、
福
岡
県

内
で
も
最
大
級
の
大
き
さ
を
誇
り

ま
す
。
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新
指
定
さ
れ
た
文
化
財

　

３
月
15
日
に
行
わ
れ
た
太
宰
府
市
文
化
財
専
門
委
員
会
の
答
申
を
受
け
て
、

５
月
25
日
付
け
で
、
以
下
の
３
件
が
新
た
に
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
市
指
定
文
化
財
は
、
こ
れ
で
合
計
20
件
と
な
り
ま
す
。
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▲五条青年会の昭和７年９月の日誌の一部（五条公民館所蔵）
なお、この日誌をはじめ五条公民館文書は、太宰府市市史資料室で画像資料を閲覧できます。

▲2011年の八朔の千燈明のようす

　

昨
年
、
五
条
公
民
館
に
古
い
文

書
類
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
大
正
か
ら
昭
和

に
か
け
て
の
、
五
条
区
の
会
計
資

料
や
、
区
の
青
年
会
の
日
誌
な
ど

で
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
文
書
類

（
五
条
公
民
館
文
書
）の
１
つ
、五
条

の
青
年
会
の
日
誌
を
紹
介
し
ま
す
。

　

日
誌
に
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど

80
年
前
の
昭
和
７（
１
９
３
２
）年

１
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
の
青
年

会
の
活
動
記
録
が
書
き
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
日
誌
の
９
月
の

部
分
を
お
見
せ
し
ま
す
。

　

１
日
に
「
八は

っ

朔さ
く

の
千せ

ん

燈と
う

明
み
ょ
う

」※
が

青
年
会
で
行
わ
れ
た
こ
と
や
、
５

日
に
太
宰
府
町
内
の
青
年
団
対
抗

で
大
運
動
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
、

15
日
に
町
役
場
の
依
頼
を
受
け
て

榎
寺
の
道
路
を
修
繕
し
た
こ
と
、

そ
し
て
25
日
に
は
太
宰
府
天
満
宮

（
当
時
は
太
宰
府
神
社
）の
神
幸
式

大
祭
の
中
で
千
燈
明
に
参
加
し
た

こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
大
運
動
会
で
は
、
町
内

の
青
年
団
の
５
つ
の
支
部
が
、

陸
上
競
技
の
他
に
相
撲
や
剣

道
で
競
っ
た
よ
う
で
す
。
五

条
青
年
会
か
ら
の
出
場
者
が

各
競
技
で
上
位
に
入
っ
た
こ

と
や
、
各
支
部
の
総
合
点
数

と
順
位
が
記
さ
れ
、
馬
場
区

の
青
年
会
が
２
年
連
続
で
優

勝
し
た
こ
と
な
ど
が
簡
潔
な

が
ら
事
細
か
に
記
録
さ
れ
、

当
時
の
若
者
た
ち
の
活
気
を

感
じ
ら
れ
る
内
容
で
す
。

　

記
事
の
中
に
お
名
前
が
登
場
す

る
方
々
は
も
う
亡
く
な
ら
れ
、
当

時
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
こ
の
日
誌
だ
け
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
う
し
た
記
録
も
ま
た
、

五
条
、
そ
し
て
太
宰
府
の
昔
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
大
切
な
文
化
遺

産
で
す
。

　

こ
の
日
誌
を
は
じ
め
五
条
公
民

館
文
書
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、
太

宰
府
市
民
遺
産
第
２
号
「
八
朔
の

千
燈
明
」※
に
つ
い
て
育
成
団
体
の

五
條
風
の
会
の
方
と
調
べ
て
い
る

際
に
、地
元
の
方
か
ら「
そ
う
い
え

ば
古
い
文
書
が
公
民
館
に
あ
る
」と

情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
の
が
き
っ
か

け
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と

つ
の
文
化
遺
産
を
起
点
に
、
別
の

文
化
遺
産
に
も
触
れ
合
う
こ
と
が

で
き
、
思
わ
ぬ
広
が
り
を
み
せ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん

も
、
ま
ず
は
身
近
に
あ
る
文
化
遺

産
か
ら
目
を
向
け
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

※「
八
朔
の
千
燈
明
」は
、
毎
年
９
月
１

日
に
五
条
区
の
方
々
で
続
け
ら
れ
て

い
る
太
宰
府
天
満
宮
で
献
灯
を
す
る

行
事
で
す
。
今
年
も
当
日
夜
８
時
頃
、

天
満
宮
の
楼
門
前
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　

文
化
財
課　

遠
藤　

茜
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五
条
青
年
会
の
昭
和
七
年
の
日
誌

　
　

―
五
条
公
民
館
文
書
―

日
誌
の
読
み
下
し
文（
市
史
資
料
室
協
力
） 

※ 

○
は
人
の
名
前
。

九
月
事
項

１
日　

八
朔
千
燈
明
ヲ
五
條
青
年
会
デ
燈
明
ス　

午
后
八
時
集
会
浄
殿
集
合　

人

員
廿
三
名
外
缺
席

31
日　

太
宰
府
神
社
奉
納
青
年
相
撲
筑
紫
郡
全
部
ノ
青
年
團
ヨ
リ　

五
名
ト
補
缺

二
名
團
長
一
名　

五
条
支
部
よ
り
大
藪　

松
本
出
席
ス

10
日　

五
条
支
部
集
合　

会
場
ヲ
田
中
○
○
宅
ニ
テ　

１
．
発
表
ノ
件　

１
．
運

動
会
発
表　

２
．
千
燈
明　

３
．
榎
寺
道
作
リ
日
十
五
日
午
后
十
二
時
出
席

　

４
．
八
朔
千
燈
明
発
表

４
日　

太
宰
府
町
青
年
團
運
動
会
ノ
處
雨
天
ニ
付
キ
一
日
延
期
ス
「
招
待
者
人
名
」

５
日　

大
運
動
会
於
神
苑
ト
ラ
ツ
ク　

各
支
部
出
席
シ
午
前
八
時
半
集
合　

午
前

九
時
競
技
開
始
ス　

百
米
ヨ
リ
進
行
シ
午
後
四
時
終
ル

五
条
選
出
選
手
名　

百
米　

福
本
○
○（
三
）　

前
田
○
○　

二
百
米　

中
島
○
○

　

福
本
○
○（
三
）　

一
万
米　

山
見
阪
○
○　

日
永
田
○
○（
二
）　

髙
跳　

福

本
○
○（
四
）　

千
五
百
米　

安
武
○
○　

安
恒
○
○
○　

四
百
米　

田
中
○
○

（
一
）　

吉
塚
○
○（
三
）　

中
跳　

福
本
○
○（
三
）　

前
田
○
○　

砲
丸　

福
本

○
○　

前
田
○
○　

相
撲　

大
藪
○（
一
）　

田
崎
○
○
○（
四
）　

剣
道　

山
○

○　

福
本
○
○　

八
百
リ
レ
ー 

中
島　

前
田　

福
本　

前
田（
二
）　
（　

）印

ハ
等
数
ナ
リ　

一
等
馬
場
卅
六
点　

二
等
連
歌
屋
二
十
九
点　

三
等
五
条

二
十
五
点　

四
等
十
八
点
三
条　

五
等
内
山
三
点　

二
年
連
続
馬
場
区
ニ
優

勝
旗
ニ
受
ケ
ル　

終
ッ
テ
支
部
大
和
屋
旅
館
ニ
テ
打
上
ス　

五
拾
米
持
参

三
十
米
会
席
外
酒
一
升　

出
席
人
員
廿
五
名

15
日　

五
条
青
年
支
部
太
宰
府
町
役
場
ヨ
リ
道
路
修
繕
ヲ
受
ケ
ル
為
メ
会
員
廿
三

名
出
席
ノ
上
榎
寺
道
路
ヲ
修
繕
ス　
（
終
リ
テ
井
上
○
○
宅
ニ
テ
飯
ヲ
タ
ク

万
十
一
円

8

8

）

18
日　

春
日
原
ニ
於
テ
筑
紫
郡
聯
合
青
年
團
運
動
会　

午
前
八
時
集
合
出
席
人
名

　

五
条
支
部
ヨ
リ
選
手
四
百
米
ニ
田
中
○
○
君

19
日　

於
会
場
支
部
集
会
太
宰
府
神
社
秋
祭
会
員
ニ
役
割
ス

20
日　

於
大
宰
府
町
神
社
境
内
秋
祭
御
輿
ノ
稽
古
ヲ
行
フ
各
町
ヨ
リ　
　

名

21
日　

五
条
支
部
午
後
八
時
会
場
集
合
別
火
餅
ヲ
ツ
ク

22
日　

太
宰
府
神
社
奉
仕
青
年
團
天
拝
潮
井
ス　

午
前
四
時
半
白
十
店
前
集
合
ス

　

取
合
員
集
合　

四
時
半　

五
名
以
上
通
過
ノ
事

25
日　

大
祭
ニ
付
キ
千
燈
明
行
フ
五
条
支
部
ハ
北
橋
ニ
午
後
八
時
集
合
ス

27
日　

役
員
会
１
．
電
車
問
題　

２
．
青
年
カ
ー
ド　

３
．
二
日
市
相
撲
ノ
事　

４
．
県
總
会
出
場
ノ
件　
　

五
条
支
部　

１
．　

２
．
青
年
カ
ー
ド
ナ
シ　

３
．
大
藪
出
惕
ス　
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▲齋藤秋圃自画像（個人蔵）

▲「馬上人物図」 （福岡市博物館蔵） ▲下絵（齋藤家蔵）

　

江
戸
時
代
の
後
期
、
町
人
文
化

が
爛
熟
期
を
迎
え
た
文
化
・
文
政

期（
１
８
０
４
〜
１
８
３
０
年
）の

こ
ろ
、
筑
前
を
舞
台
に
活
躍
し
た

絵
師
の
一
人
に
、
齋
藤
秋
圃
が
い

ま
す
。

　

秋
圃
は
、
生
没
年
や
出
生
地
な

ど
に
諸
説
が
あ
り
、
経
歴
に
謎
の

多
い
人
物
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
、
明
和
５（
１
７
６
８
）年

に
京
都
に
生
ま
れ
、
円ま

る

山や
ま

応お
う

挙き
ょ

や

森も
り

狙そ

仙せ
ん

を
師
と
仰
ぎ
、
上
方
の
風

俗
絵
師
と
し
て
名
を
上
げ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
大
坂
・
新
町
の
遊

郭
の
様
子
を
哀
歓
豊
か
に
描
い
た

版
本
「
葵き

氏し

艶え
ん

譜ぷ

」
は
、
こ
の
こ

ろ
の
秋
圃
の
代
表
作
と
し
て
知
ら

れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
坂
を
離
れ
西
下
の

旅
に
出
た
秋
圃
は
、
厳

い
つ
く
し
ま島
を
経
て

九
州
に
至
り
、
文
政
２
（
１
８
０

５
）
年
、
秋
月
藩
の
御
用
絵
師
に

登
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
間
、
清
国

か
ら
長
崎
に
渡
航
し
て
日
本
の
文

人
画
家
に
影
響
を
与
え
た
江こ

う

稼か

圃ほ

と
も
交
わ
り
を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

文
芸
を
好
む
秋
月
藩
主
・
黒く

ろ

田だ

長な
が

舒の
ぶ

に
画
才
と
機
転
を
も
っ
て
仕

え
た
秋
圃
で
し
た
が
、
長
舒
の
没

後
は
、
藩
内
の
政
変
や
妻
の
死
、

長
男
の
江
戸
で
の
出

し
ゅ
っ
ぽ
ん奔
な
ど
、
心

労
が
続
き
ま
し
た
。
仙せ

ん
が
い厓
和
尚
を

は
じ
め
と
す
る
人
脈
に
支
え
ら
れ
、

博
多
商
人
ら
の
薦
め
も
あ
っ
て
、

秋
圃
は
太
宰
府
天
満
宮
の
五
別べ

っ
と
う当

の
一
つ
、御ご

供く

屋や

信し
ん

覚か
く

法ほ
う

眼げ
ん

の
姉
・

富と
み

を
後
妻
に
迎
え
、
こ
れ
を
機
縁

に
太
宰
府
錦
之
町
溝
尻
に
住
ま
い

し
ま
す
。
秋
圃
、
太
宰
府
時
代
の

幕
開
け
で
す
。

　

門
前
の
町
絵
師
と
な
っ
た
秋
圃

は
、
以
後
30
年
に
及
ぶ
長
い
年
月

を
太
宰
府
で
過
ご
し
、
太
宰
府
天

満
宮
九
百
五
十
年
祭
の
折
に
は
万

画
奉
納
を
行
う
な
ど
、
練
達
の
技

法
で
多
く
の
作
品
を
生
み
、格
式
張

ら
な
い
お
お
ら
か
な
画
風
で
人
々

の
心
を
と
ら
え
ま
し
た
。

　

平
成
15（
２
０
０
３
）年
、
齋
藤

家
の
旧
宅
が
移
築
さ
れ
る
際
、
木

箱
に
入
っ
た
大
量
の
資
料
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

画
稿
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
下
絵
や

写
生
図
で
、
総
数
１
７
０
０
点
に

の
ぼ
り
ま
す
。
秋
圃
、
あ
る
い
は

三
男
・
梅ば

い

圃ほ

の
手
に
な
る
も
の
で

し
ょ
う
か
。
中
に
は
、
秋
圃
最
晩

年
の
作
で
、
現
在
は
福
岡
市
博
物

館
所
蔵
の「
馬
上
人
物
図
」の
下
絵

と
考
え
ら
れ
る
図
も
含
ま
れ
て
い

ま
し
た（
左
図
参
照
）。
完
成
作
品

と
は
別
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ

た
画
稿
類
が
町
絵
師
の
家
に
伝
わ

る
例
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
と

い
わ
れ
ま
す
。
郷
土
の
貴
重
な
資

料
の
解
明
が
進
み
、
分
野
を
超
え

た
活
発
な
研
究
が
待
た
れ
ま
す
。

　

や
が
て
太
宰
府
で
は
、
秋
圃
に

絵
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
萱か

や

島し
ま

家
・

吉よ
し

嗣つ
ぐ

家
の
絵
師
た
ち
が
数
代
に
わ

た
っ
て
活
躍
を
と
げ
、
各
地
の
文ぶ

ん

人じ
ん

墨ぼ
っ

客か
く

と
の
交
流
を
紙
幅
に
留
め

ま
す
。
秋
圃
は
、
そ
の
優
れ
た
絵

筆
を
も
っ
て
、
太
宰
府
に
絵
画
愛

好
の
新
た
な
文
化
を
花
開
か
せ
る

起
点
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、文
化
ふ
れ
あ
い
館
で
は
、

市
制
施
行
30
周
年
記
念「
ま
る
ご
と

太
宰
府
歴
史
展
」
を
開
催
中
で
す
。

齋
藤
家
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
秋
圃

の
画
稿
の
一
部
を
展
示
で
ご
紹
介

し
て
い
ま
す（
11
月
４
日
ま
で
）。

　

秋
の
一
日
、
ど
う
ぞ
お
出
か
け

の
う
え
、
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館

 

学
芸
員　

井い
の
う
え上　

理り

か香

太
宰
府
の
文
化
財
329

齋さ
い

藤と
う

秋し
ゅ
う

圃ほ

と
齋
藤
家
の
画が

稿こ
う



広報だざいふ 2012.11.1（平成24年） 34

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

この広報紙は再生紙
を利用しています。

▲御所ノ内地区から出土した龍泉窯系青磁坏

▲市役所屋上から見る御所ノ内地区

　

太
宰
府
市
役
所
の
北
側
に
、「
御ご

所し
ょ

ノの

内う
ち

」と
い
う
小
字
が
残
っ
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
製
作
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
古
地
図
『
大

野
城
太
宰
府
旧
蹟
全
図
北
』に
も
、

同
じ
場
所
が
「
御
処
ノ
内
」
と
あ

り
、「
御
所
」、
す
な
わ
ち
有
力
者

の
館
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

小
字
の
範
囲
は
東
西
約
１
７
５

ｍ
 、
南
北
１
５
０
ｍ
程
度
の
長
方

形
で
、
発
掘
調
査
に
よ
り
13
〜
14

世
紀
代
の
遺
跡
が
広
が
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
調

査
の
成
果
か
ら
、
こ
の
地
区
で
は

多
く
の
掘
立
柱
建
物
が
建
て
ら
れ

て
い
た
こ
と
や
、
他
で
は
み
ら
れ

な
い
石
敷
き
の
道
路
、
土
蔵
の
基

礎
と
み
ら
れ
る
石
敷
遺
構
な
ど
の

特
殊
な
遺
構
が
集
中
し
て
お
り
、

同
時
代
の
他
の
場
所
と
は
違
う
特

別
な
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

こ
の
地
区
か
ら
は
遺
物
（
当
時

の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
）が
た
く

さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
、
外
国
か
ら
輸
入
し
た
貿
易
陶

磁
器
と
呼
ば
れ
る
青せ

い

磁じ

・
白は

く

磁じ

、

陶
器
等
の
器
が
目
に
つ
き
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
１
つ
龍

り
ゅ
う

泉せ
ん

窯よ
う

系
青
磁

は
、
中
国
南
部
の
浙せ

っ

江こ
う

省し
ょ
う

の
窯
で
焼
か
れ

た
青
磁
で
す
。
そ
の

特
徴
は
青
み
を
帯
び

た
緑
色
に
発
色
す
る

釉
を
塗
り
、
外
面
に

蓮
の
葉
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
蓮
弁
と
呼
ば

れ
る
文
様
を
器
の
外

側
に
彫
り
込
ん
で
い

る
も
の
が
多
い
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

御
所
ノ
内
地
区
で
出

土
す
る
青
磁
は
釉
が

厚
く
丁
寧
に
施
さ
れ

て
、
よ
り
釉
の
発
色

に
深
み
が
増
し
て
い
る
優
品
が
多

い
こ
と
が
特
徴
的
で
す
。

　

貿
易
港
で
あ
っ
た
博
多
に
は
当

時
多
く
の
貿
易
陶
磁
器
が
荷
揚
げ

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
消
費
の
中
心

地
で
あ
っ
た
京
都
や
鎌
倉
に
並
ん

で
、
太
宰
府
に
も
多
く
の
陶
磁
器

が
運
ば
れ
ま
し
た
。
少
弐
氏
は
独

自
に
貿
易
船
を
中
国
な
ど
に
派
遣

し
て
お
り
、
太
宰
府
で
出
土
す
る

陶
磁
器
も
そ
れ
ら
の
貿
易
に
よ
っ

て
太
宰
府
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

他
地
区
と
は
違
っ
た
建
物
が
建

ち
並
び
、
外
国
の
高
価
な
器
が
集

中
し
て
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
御

所
ノ
内
地
区
は
13
〜
14
世
紀
を
中

心
に
太
宰
府
を
拠
点
と
し
て
活
動

し
て
い
た
少
弐
氏
の
居
館
が
あ
っ

た
場
所
、
つ
ま
り
「
少
弐
氏
守
護

所
跡
」
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

御
所
ノ
内
地
区
か
ら
出
土
し
た

貿
易
陶
磁
器
は
、
当
時
の
少
弐
氏

の
活
動
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り

で
す
。
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