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▲宝満山遠景（筑紫野市より）

▲宝満山頂（左側）と仏頂山（右側）

　

宝
満
山
と
人
と
の
関
わ
り
は
、

考
古
学
的
に
は
７
世
紀
後
半
ご
ろ

か
ら
と
考
え
ら
れ
、
以
来
１
３
０

０
年
の
間
に
山
の
空
間
構
成
は
時

代
の
趨す

う
せ
い勢
と
と
も
に
変
化
し
て
き

ま
し
た
。
明
治
時
代
に
神
社
神
道

に
よ
る
管
理
に
な
る
以
前
の
宝
満

山
の
姿
を
文
献
か
ら
検
討
し
て
み

る
と
、
当
地
域
に
お
け
る
山
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代

前
期
に
編
纂さ

ん

さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
』
に
よ
れ
ば
「
竈か

ま

門ど

山　

筑
紫
の
国
の
惣そ

う

鎮ち
ん

守じ
ゅ

と
称
す
。
凡

お
お
よ
そ

国
土
に

は
鎮
守
と
な
れ
る
山

あ
り
。」と
さ
れ
、
ま

さ
に
こ
の
地
域
を
代

表
す
る
霊
山
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

山
の
領
域
に
つ
い

て
は
、
江
戸
時
代
後

期
の
『
筑
前
国
続
風

土
記
附
録
』
に
よ
れ

ば「
竈
門
山　
此こ

の

山や
ま

は

御
笠
郡
の
北
に
あ
り

て
内
山
、
北
谷
、
原
、

大
石
、
本
道
寺
、
香

園
、
柚
須
原
す
へ
て

七
村
に
亘わ

た

れ
り
」
と

あ
り
、
明
治
時
代
初
期
に
編

纂
さ
れ
た
『
福
岡
県
地
理
全

誌
』
に
よ
れ
ば
「
内
山
村
（
中

略
）
竈
門
山　

村
の
東
に
あ

り
。
南
は
本
道
寺
、
大
石
、

西
は
此
村
、及
び
北
谷
、四
村

に
亘
れ
り
。」と
あ
り
、
現
在

の
太
宰
府
市
大
字
内
山
、
北

谷
、
筑
紫
野
市
大
字
原
、
大

石
、
本
道
寺
、
柚
須
原
、
香

園
あ
た
り
が
そ
の
範
囲
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に

よ
れ
ば
「
小お

た
け
し
ゃ

岳
社　

或
あ
る
い
は

愛お

嶽た
け

の
字

を
用
ゆ
。　

竈
門
山
よ
り
ひ
く
し

て
小
な
れ
は
、
大お

お
た
け岳
に
対
し
て
、

小
岳
と
云
ふ
な
る
へ
し
。
大
石
村

の
上
な
る
山
也
。（
中
略
）
宝
満
山

の
財
行
坊
を
以
て
社
僧
と
す
。
故

に
宝
満
よ
り
是こ

れ

を
預
れ
り
。
今
も

此
神
を
た
ふ
と
ひ
て
、
此
山
に
参

詣
の
人
た
へ
す
。」「
佛
頂
山　

竈

門
山
の
次
、
北
に
あ
る
山
也
。
竈

門
山
よ
り
高
し
。
か
ま
と
の
奥
の

院
と
称
す
。
開
山
心し

ん
れ
ん
し
ょ
う
に
ん

蓮
上
人
か
墓
、

山
の
い
た
た
き
に
あ
り
。」と
あ
り
、

宝
満
山
頂
の
南
北
に
あ
る
愛
嶽
山
、

仏ぶ
っ
ち
ょ
う頂
山
の
２
峰
ま
で
が
宝
満
山
の

信
仰
に
関
連
す
る
領
域
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
さ
ら
に
信
仰
に
深
く

係
わ
る
領
域
と
し
て
は
、
江
戸
前

期
の
『
竈
門
山
旧
記
』
で
は
「
惣そ

う

而じ
て

内
山
、
北
谷
、
南
谷
、
中
堂
を

山
の
頂
ま
て
竈
門
山
と
申
也
。
中

古
山
下
の
衆
徒
退
転
し
て
、
或
は

北
谷
、
内
山
、
原
山
三
ヵ
郷
村
と

成
。」と
、
中
世
以
前
の
旧
跡
の
情

報
は
太
宰
府
市
側
の
山
の
西
斜
面

に
重
き
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
江
戸
後
期
の
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
南
谷
、
北

谷
に
坊
舎
の
跡
あ
り
。
南
谷
は
有う

智ち

山や
ま

村
に
属
し
、
北
谷
は
北
谷
村

に
属
す
。
其
中
間
の
高
き
所
を
中

堂
原
と
い
ふ
。
地
形
竈
門
山
を
負

て
西
に
向
へ
り
。
根
本
中
堂
の
あ

り
し
址
と
て
大
き
な
る
礎
石
あ
り
。

草
堂
に
薬
師
十
二
神
像
を
安
置
す
。」

と
記
す
一
方
で
、「
山
徒
漸

よ
う
や

く
天
台

教
を
崇
む
。
台
徒
年
を
逐
て
繁
昌

し
有
智
山
寺
に
居
あ
ま
り
て
四
所

の
伽が

ら
ん藍
に
も
会
集
せ
り
。
四
所
の

伽
藍
と
云
は
、
東
伽
藍
は
提

ひ
さ
げ
だ
に谷
に

跡
あ
り
。
油
須
原
村
本
道
寺
村
よ

り
登
る
道
な
り
。
西
伽
藍
は
休
堂

の
下
一
町
許

ば
か
り

内
山
村
の
方
に
あ
り
。

南
伽
藍
は
大
石
村
大
行
寺
原
よ
り

登
る
道
な
り
。
北
伽
藍
は
佛
頂
山

の
艮

う
し
と
ら

化け

生
し
ょ
う

童ど
う

子じ

と
い
ふ
行
場
に
在
。

東
の
谷
を
越
て
穂
波
郡
山
口
村
の

内
荒
谷
よ
り
登
る
道
な
り
。」と
し
、

山
中
の
「
四
所
の
伽
藍
」
が
聖
域

の
領
域
観
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
領
域

に
近
い
範
囲
は
、
近
世
宝
満
二
十

五
坊
中
の
井
本
坊
が
伝
え
て
い
る

『
竈
門
山
水
帳
』（
井
本
文
書
）
に

添
付
さ
れ
た
図
に
具
体
的
に
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

宝
満
山
の
歴
史
的
な
遺
産
と
し

て
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
過
去
の
霊
山
と
し
て
の
領
域

観
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

太
宰
府
市
と
筑
紫
野
市
の
市
境
を

こ
え
た
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
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集落の風景（万葉の小径から）

集落の風景（正面が四王寺山）

坂本ムラカタ全景

「裏の川」上流の棚田（奥が市街地）

　

坂
本
ム
ラ
カ
タ
は
四
王
寺
（
四

王
院
）が
あ
っ
た
四
王
寺
山（
大
城

山
）
の
南
麓
に
位
置
し
、
大
宰
府

関
連
史
跡
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
観

世
音
寺
境
内
及
び
子
院
跡
」
内
に

あ
た
り
ま
す
。
村
の
名
前
は
、
四

王
寺
に
参
詣
す
る
人
々
の
登
山
口

で
あ
る
こ
と
か
ら
坂
本
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
『
筑ち

く

前
ぜ
ん
の

国く
に

続
し
ょ
く

風ふ

土ど

記き

拾
し
ゅ
う

遺い

』（
江
戸
時
代
後
期
）に

は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

坂
本
は
マ
チ
カ
タ
と
ム
ラ
カ
タ

に
分
か
れ
て
い
て
、

ム
ラ
カ
タ
が
坂
本
の

本
村
に
あ
た
り
、
元

寇
の
と
き
に
戦
う
た
め
に
来
た
武

士
が
住
み
着
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
中
世
の
よ
う
す
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
以
降

は
農
村
集
落
と
し
て
現
在
に
続
い

て
き
て
い
ま
す
。
坂
本
ム
ラ
カ
タ

の
集
落
景
観
は
そ
の
よ
う
な
歴
史

を
背
景
に
地
形
・
地ち

貌ぼ
う

と
住
ま
っ

て
き
た
人
々
の
い
と
な
み
が
長
い

時
間
を
か
け
て
形
づ
く
っ
て
き
た

景
観
で
す
。

　

山
襞ひ

だ

の
狭
い
谷
に
貫
流
す
る「
裏

の
川
」に
沿
っ
て
最
上
流
が
山
林
、

上
流
に
棚
田
、
下
流
側
に
集
落
が

展
開
し
、
そ
の
出
入
口
に
は
氏
神

で
あ
る
坂
本
八
幡
宮
が
鎮
座
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
前
面
に
は

都
府
楼
跡
の
名
前
で
親
し
ま
れ
て

い
る
大
宰
府
政
庁
跡
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。

　

集
落
は
10
軒
ほ
ど
で
田
畑
や
水

路
・
森
の
手
入
れ
や
、
八
幡
宮
を

は
じ
め
お
薬
師
さ
ん
、
オ
カ
ッ
テ

ン
サ
ン
（
鬼
子
母
神
）
や
恵
比
須

さ
ん
な
ど
の
お
世
話
を
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
は
家
が
建
て
替
え
ら

れ
た
り
、
代
替
わ
り
が
あ
っ
た
り

し
て
い
ま
す
が
、住
ん
で
い
る
人
々

が
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
里

の
風
景
、
ま
た
、
地
域
へ
の
愛
情

は
変
わ
り
な
く
、
周
囲
を
森
で
囲

ま
れ
て
い
る
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ

て
壺こ

中
ち
ゅ
う

天て
ん

を
思
わ
せ
る
小
宇
宙
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
地
は
昭
和
45
年
に
史
跡
指
定

を
さ
れ
地
形
の
改
変
や
建
物
の
新

築
や
建
て
替
え
な
ど
、
指
定
当
時

の
様
子
か
ら
の
現
状
を
変
更
す
る

こ
と
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
福
岡
都
市
圏

の
住
宅
都
市
と
し
て
人
口
が
急
増

し
景
観
が
い
ち
じ
る
し
く
変
貌
し

た
太
宰
府
市
内
の
な
か
で
も
山
里

の
風
景
を
維
持
し
て
い
る
稀
な
里

で
す
。
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国分寺前

水城東門

筑前国分尼寺跡

国分松本遺跡
第13次調査地

筑前国分寺跡（国史跡）

国分共同利用施設

太宰府市
文化ふれあい館

国分松本遺跡第13次調査周辺地図 

釈
読
：
坂
上
康
俊（
九
州
大
学
大
学
院
教
授
）・
井
上
信
正（
文
化
財
課
）ほ
か

裏 表

裏

国分松本遺跡出土「嶋評戸口変動記録木簡」（赤外線）

表

　

市
の
北
西
部
に
あ
た
る
国
分
地

区
に
は
、
筑
前
国
分
寺
や
国
分
尼

寺
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
時
代
の

遺
跡
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
そ
の
一
画
で
発
掘
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
北
東
か
ら
南
西

に
流
れ
る
河
川
の
跡
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
幅
は
13
ｍ
 、深
さ
は
1.3
ｍ
、

断
面
形
は
緩
い
逆
台
形
を
し
て
お

り
、
弥
生
時
代
中
期
〜
後
期
末
か

ら
埋
ま
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
埋

ま
っ
て
い
く
過
程
で
、
飛
鳥
時
代

か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
土
器
・

瓦
・
木
製
品
が
集
中
し
て
出
土
す

る
土
の
層
が
あ
り
、
こ
の
中
か
ら

「
木
簡
」と
呼
ば
れ
る
木
の
札
に
墨

で
文
字
を
書
い
た
も
の
が
10
点
見

つ
か
り
ま
し
た
。
実
は
、「
太
宰
府

の
文
化
財
」
３
２
２
号
で
紹
介
し

た
木
簡
の
出
土
地
点
は
西
隣
に
あ

た
り
、
同
じ
河
川
の
同
じ
層
か
ら

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

木
簡
10
点
の
う
ち
、
今
回
は
新

聞
で
も
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

た「
嶋
評
戸
口
変
動
記
録
木
簡
」に

つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

　

こ
の
木
簡
は
向
か
っ
て
左
側
と

下
の
方
は
折
ら
れ
て
お
り
、
元
の

完
全
な
形
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

現
在
残
っ
て
い
る
部
分
の
寸
法
は
、

縦
31
㎝
、
横
8.2
㎝
、
厚
さ
0.8
㎝
と
な

り
ま
す
。
木
簡
の
両
面
に
は
墨
で

し
っ
か
り
と
文
字
が
書
い
て
あ
り
、

特
に
裏
面
は
文
字
の
残
り
が
良
い

で
す
。
表
の
右
上
に
「
嶋
評
」
と

書
い
て
あ
り
、
こ
こ
が
書
き
出
し

と
な
り
ま
す
。
評
と
は
、
古
代
日

本
の
行
政
単
位
の
１
つ
で
地
域
の

ま
と
ま
り
を
指
し
て
お
り
、「
嶋
評
」

は
後
の
志し

麻ま

郡ぐ
ん

に
あ
た
り
ま
す
。

こ
れ
は
現
在
の
福
岡
市
糸
島
市
〜

福
岡
市
西
区
周
辺
地
域
の
こ
と
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
、

戸こ

主し
ゅ

（
家
の
長
）
建

た
け
る
べ
の部
身み

麻ま

呂ろ

の

戸
（
家
族
）に
つ
い
て
書
い
て
い
ま

す
。
文
中
に
は
「
建
部
」、「
占う

ら

部べ

」、

「
白し

ら

髪か

部べ

」な
ど
多
く
の
人
名
や
そ

れ
ぞ
れ
の
続
柄「
戸
主
妹
」や
身
分

「
進し

ん

大だ
い

弐に

」、
課
税
に
関
す
る
こ
と

「
政
丁（
正
丁
か
）」、「
丁
女
」、
軍
団

に
関
係
す
る
こ
と「
兵
士
」
等
と
、

戸（
家
）や
戸
の
増
加
・
減
少
・
分

割
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

川か
わ

部の
べ

里り

と
い
う
地
名
も
書
い
て
あ

り
、
こ
れ
は
現
存
す
る
最
古
の
戸

籍
の
ひ
と
つ
、
大た

い

宝ほ
う

２
（
７
０
２
）

年
の「
筑ち

く

前ぜ
ん

国こ
く

嶋し
ま

郡ぐ
ん

川か
わ
の
べ
り

辺
里
戸
籍
」

（
正
倉
院
文
書
）と
の
関
係
に
お
い

て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
木
簡
は「
評
」

と
書
い
て
あ
る
こ

と
か
ら
、
郡
で
は

な
く
評
が
使
わ
れ

て
い
た
時
代
、
つ

ま
り
大
宝
律
令
以

前
（
７
０
１
年
以

前
）
の
飛あ

す

か鳥
浄き

よ

御み

原は
ら

令り
ょ
う

の
段
階
の
資

料
と
い
え
ま
す
。

ま
た
裏
面
の
「
進

大
弐
」
が
天
武
14
（
６
８
５
）
年
の

冠か
ん

位い

制
度（
冠
位
48
階
）の
冠
位
に

あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
木

簡
が
書
か
れ
た
年
代
は
６
８
５
〜

７
０
１
年
の
間
と
推
定
で
き
ま
し

た
。
木
簡
の
性
格
と
し
て
は
、
記

載
さ
れ
た
内
容
か
ら
律
令
体
制
に

お
け
る
「
戸
籍
」（
古
代
の
人
の
登

録
台
帳
）
も
し
く
は「
計け

い

帳ち
ょ
う

」（
調

ち
ょ
う

・

庸よ
う

と
い
う
税
金
徴
収
や
労
役
用
の

台
帳
）
に
関
係
す
る
戸こ

口こ
う

（
家
族

の
数
）
の
変
化
を
抜
き
書
き
し
て

記
録
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
宝
律
令
以
前
に
遡
る
戸
籍
・
計

帳
関
係
の
資
料
と
し
て
は
、
初
め

て
の
も
の
で
日
本
古
代
史
の
大
発

見
と
な
り
ま
し
た
。
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最
古
の
戸こ

籍せ

き

・
計け

い
ち
ょ
う帳
関
係
資
料

－

嶋し
ま
の
こ
お
り評
戸こ

口こ

う

変へ

ん

動ど

う

記き

録ろ

く

木も

っ

簡か

ん

－

 

国
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飛
鳥
時
代
〜
奈
良
時
代
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▲国分松本遺跡出土木簡 「竺志前国嶋評」

　

昨
年
見
つ
か
っ
た
国
分
松
本
遺

跡
出
土
木
簡
で
、
も
う
一
つ
注
目

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
長
さ
32
・
６
㎝
、
幅
4.3

㎝
、
厚
さ
６
㎜
と
木
簡
と
し
て
は

大
き
な
も
の
で
、「
付
け
札
」
と
呼

ば
れ
る
タ
グ
の
一
種
で
す
。
こ
の

札
に
内
容
を
記
し
、
上
部
の
切
り

込
み
に
ヒ
モ
を
巻
き
つ
け
、
物
品

（
あ
る
い
は
そ
れ
を
入
れ
た
容
器
や

荷
な
ど
）
と
結
び
つ
け
て
使
わ
れ

ま
し
た
。

　

札
の
上
半
部
に
は
、大
き
く「
竺つ

く

志し

前
国 

嶋
評
」と
書
か
れ
て
い
ま

す
。「
評
」
は
大
宝
律
令（
７
０
１

年
）
以
前
の
「
郡
」
の
表
記
で
、

物
品
が
７
世
紀
末
の
筑
前
国
嶋
郡

（
糸
島
市
北
部
〜
福
岡
市
西
部
）に

関
わ
る
（
あ
る
い
は
も
た
ら
さ
れ

た
）
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。
続
け

て
「
私
□
板
が
十
六
枚
、
目
録
板

が
三
枚
、
父
母
方
板
が
五
枚
、
あ

わ
せ
て
廿
四
（
二
十
四
）
枚
。」
と

内
容
を
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
付

け
札
が
24
枚
も
の
「
板
」
の
タ
グ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、

そ
の
板
は
単
な
る
板
材
で
は
な
く
、

「
目
録
板
」と
い
っ
た
記
載
か
ら
文

字
が
書
か
れ
た
文
書
の
よ
う
で
す
。

つ
ま
り
こ
れ
は
「
木
簡
（
板
書
き

の
公
文
書
）」に
つ
け
た「
木
簡（
付

け
札
）」
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
公
文

書
と
し
て
の
木
簡
が
存
在
し
た
と

証
明
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
中
国
唐

を
手
本
と
す
る
文
書
行
政
が
は
じ

ま
っ
た
こ
の
時
代
、
記
録
の
た
め

木
簡
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
付
け
札
や
メ
モ

書
き
の
よ
う
な
利
用
だ
け
で
な
く
、

正
式
な
行
政
文
書
に
も
使
わ
れ
た

こ
と
は
今
回
初
め
て
わ
か
り
ま
し

た
。
何
枚
も
の
板
に
記
さ
れ
た
公

文
書
は
か
さ
ば
っ
て
管
理
が
大
変

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
付

け
札
で
さ
え
使
用
後
は
中
央
に
切

り
込
み
を
入
れ
て
折
る
と
い
う
廃

棄
処
理
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

き
ち
ん
と
し
た
文
書
管
理
の
ル
ー

ル
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
ま

す
。

　

公
文
書
の
内
容
に
も
注
目
が
集

ま
っ
て
い
ま
す
。
下
半
部
冒
頭
の

２
文
字
目
は
「
祀
」「
札
」
な
ど
に

想
定
す
る
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、

筆
の
運
び
か
ら「
牝め

す

」
と
読
み
、
馬

に
か
か
わ
る
文
書
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
馬
は
軍

事
的
に
重
要
な
も
の
で
す
。
そ
の

帳
簿
な
ら
、「
私

わ
た
く
し
の

牝
め
す
の

板
十
六
枚
」は

私
有
さ
れ
て
い
る
牝
馬
を
個
々
に

記
し
た
帳
簿
、「
目
録
板
三
枚
」
は

そ
れ
ら
を
取
り
ま
と
め
た
目
録
、

「
父ふ

母ぼ
か
た方
板
五
枚
」は
血
統
に
つ
い

て
記
し
た
帳
簿
、
と
も
想
定
で
き

そ
う
で
す
。
大
陸
へ
の
最
前
線
の

嶋
郡
で
、
私
有
の
馬
が
相
当
数
飼

わ
れ
、
か
つ
公
的
に
も
把
握
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、公
文
書
を
取
り
扱
っ

た
機
関
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
推

測
が
で
き
ま
す
。
書
き
は
じ
め
が

「
竺つ

く

志し

前
国
」と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
筑
前
国
内
で
や
り
と
り

す
る
公
文
書
な
ら「
嶋
評（
嶋
郡
）」

か
ら
の
書
き
出
し
で
十
分
な
は
ず
。

国
名
か
ら
の
書
き
出
し
は
、
筑
前

国
よ
り
上
位
の
機
関
で
取
り
扱
わ

れ
る
性
格
の
公
文
書
だ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
筑
紫

大
宰
府
（
後
の
大
宰
府
）
に
保
管

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

先
月
紹
介
し
た
戸
口
変
動
記
録
木

簡
は
筑
前
国
で
の
処
理
が
考
え
ら

れ
る
た
め
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、

じ
つ
は
後
の
大
宰
府
は
筑
前
国
を

兼
務
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
大
事

な
の
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
関
係

を
大
宝
律
令
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
考
え
る
材
料
が
出
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
知
ら
れ
ざ
る
筑
紫

大
宰
に
せ
ま
る
貴
重
な
情
報
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
出
土
し
た
木
簡

は
東
ア
ジ
ア
と
向
き
合
う
国
づ
く

り
を
進
め
た
こ
の
時
代
の
歴
史
像

を
多
方
面
に
わ
た
っ
て
切
り
開
く

鍵
と
し
て
、
今
大
い
に
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。
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井
上　
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木
簡
に
つ
け
た
木
簡

　
　
　
　
　

国
分
松
本
遺
跡（
国
分
三
丁
目
）
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市
の
北
部
に
位
置
す
る
四
王
寺

山
に
は
、
か
つ
て
四
王
寺
村(

現
・

糟
屋
郡
宇
美
町
四
王
寺)

と
ふ
も

と
の
宰
府
の
ま
ち
を
結
ぶ
全
長
約

４
㎞
、
高
低
差
約
２
８
０
ｍ
の
「
太

宰
府
町
道
」
と
呼
ば
れ
る
道
が
あ

り
ま
し
た
。
昭
和
40
年
代
に
四
王

寺
林
道
が
で
き
る
ま
で
は
、
こ
の

太
宰
府
町
道
が
四
王
寺
村
と
太
宰

府
町
を
つ
な
ぐ
重
要
な
幹
線
道
路

で
し
た
。

　

四
王
寺
村
の
子
ど
も
た
ち
は
、

こ
の
道
を
歩
い
て
ふ
も
と
の
太
宰

府
小
学
校
へ
通
っ
て
い
ま
し
た
。

雨
の
日
も
、
雪
の
日
も
、
そ
し
て

夏
の
暑
い
日
も
、
子
ど
も
た
ち
は

毎
日
こ
の
山
道
を
登
り
下
り
し
て

い
た
の
で
す
。

　

登
校
途
中
の
四
王
寺
村
の
子
ど

も
た
ち
を
目
に
し
た
人
は
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
崇
福
寺
横
の
登
山
口
か
ら
旧
道

を
通
っ
て
上
が
る
途
中
、
男
女
の

小
学
生
数
人
が
旧
道
を
下
っ
て
く

る
の
に
出
会
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は

こ
の
集
落
の
児
童
達
で
、
太
宰
府

小
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
毎
日
四

粁
の
山
坂
を
上
下
し
て
い
る
の
で
、

と
て
も
健
康
そ
う
な
子
ど
も
達
で

あ
っ
た
。」（
上
村
高
直
『
太
宰
府 

い
ま
む
か
し
』、
昭
和
47
年
）

　

こ
の
と
お
り
、
四
王
寺
村
の
子

ど
も
た
ち
は
、
足
腰
が
た
い
へ
ん

丈
夫
で
と
て
も
元
気
だ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
四
王
寺
村
を
出
て
、
尾

花
土
塁
の
あ
た
り
に
来
る
と
、
眼

下
に
は
太
宰
府
の
町
並
み
が
広
が

り
ま
す
。

子
ど
も
た

ち
が
山
の

上
で
、
太

宰
府
駅
に

到
着
し
た

電
車
を
降

り
る
同
級

生
を
見
て

か
ら
、
山

道
を
駆
け

下
り
て
、

小
学
校
ま

で
競
走
を

し
て
い
た

と
い
う
話

も
聞
き
ま

す
。

　

ま
た
こ

の
道
は
、

四
王
寺
村

の
人
々
が

宰
府
の
ま

ち
へ
買
い

物
や
商
売

に
出
か
け

る
生
活
の
道
で
も
あ
り
ま
し
た
。

幅
３
ｍ
前
後
の
山
道
を
、
ス
ラ(※

1)

を
引
い
た
牛
も
行
き
来
を
し
て

い
ま
し
た
。
米
を
売
り
に
宰
府
ま

で
下
り
た
そ
の
帰
り
に
、
角
打
ち

で
酒
を
飲
み
過
ぎ
た
主
人
を
、
行

き
に
米
を
積
ん
で
来
た
牛
が
ス
ラ

に
乗
せ
て
帰
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
太
宰
府
町
道
の
往
時

の
姿
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う

思
い
か
ら
、
四
王
寺
山
勉
強
会(※

2)

に
よ
っ
て
、
平
成
23
年
１
月
の

第
1
回
太
宰
府
市
景
観
・
市
民
遺

産
会
議
で
、「
か
つ
て
あ
っ
た
道　

四
王
寺
山
の
太
宰
府
町
道
」
と
し

て
市
民
遺
産
に
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
太
宰
府
町
道
は
林
道
で

所
々
が
分
断
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

山
中
で
今
で
も
道
の
痕
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
藪

に
覆
わ
れ
た
り
、
林
道
か
ら
の
不

法
投
棄
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た

り
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
、
容

易
に
歩
け
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
四
王
寺
山
勉
強
会
で
は
、
将

来
的
に
こ
の
道
を
地
元
の
子
ど
も

た
ち
を
は
じ
め
多
く
の
市
民
が
太

宰
府
町
道
の
歴
史
を
感
じ
る
こ
と

の
で
き
る
道
と
し
て
の
活
用
を
目

指
し
、
草
刈
り
や
ゴ
ミ
拾
い
と
い
っ

た
自
分
た
ち
で
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

※

１　

ス
ラ…

荷
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
ソ
リ

の
呼
び
名
。
ス
ダ
と
も
い
う
。

※

２　

四
王
寺
山
勉
強
会…

文
化
遺
産
調
査
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
景
観
・

市
民
遺
産
育
成
団
体
。

か
つ
て
あ
っ
た
道 

　
　

四
王
寺
山
の
太
宰
府
町
道

 　
　
　
　
　
　
　
（
太
宰
府
市
民
遺
産
第
３
号
）

全国万葉フォーラムin太宰府　開催
２月16～18日、本市で全国万葉フォーラムが開催されました。初日は「記念講演」と「日めくり万葉集に関する対談」、

２日目は「万葉歌碑除幕式」と「万葉衣装でのパレード」に続いて「梅花の宴」が催され、最終日は、「史跡・歌碑めぐり」が行われました。

太宰府町道（赤線）　
注：現在は実際にすべてを歩くことはできません

山中に見られる太宰府町道の名残

四王寺山勉強会の活動のようす

太
宰
府
の
文
化
財
335

キ
ロ
メ
ー
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お

ば
な
ど
る
い
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平
成
24
年
11
月
２
日
、
都
府
楼

跡
入
口
の
植
え
込
み
に
置
か
れ
て

い
た
大
き
な
礎
石
が
、
大
型
ク

レ
ー
ン
で
吊
り
上
げ
ら
れ
、
ト

レ
ー
ラ
ー
で
運
び
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
行
き
先
は
30
年
前
に
発

見
さ
れ
た
場
所
に
程
近
い
朱
雀
大

橋
横
の
市
有
地
で
す
。

　

こ
の
礎
石
は
、昭
和
57
年
12
月
、

観
世
音
寺
土
地
区
画
整
理
事
業
に

伴
う
御
笠
川
改
修
工
事
の
際
に
、

大
宰
府
政
庁
跡
の
真
南
2
0
0
m

の
御
笠
川
の
川
底
か
ら
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
。
礎
石
は
本
来
の
位

置
を
保
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
発
見
地
が
平
城
宮
な
ど
の
都

で
言
え
ば
、
朱
雀
門
が
あ
る
場
所

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
の
朱

雀
門
の
礎
石
の
ひ
と
つ
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
宰

府
に
朱
雀
門
が
あ
っ
た
と
い
う
記

録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
都
の

縮
小
版
の
よ
う
に
政
庁
や
条
坊
が

造
ら
れ
て
い
る
大
宰
府
で
は
、
同

じ
よ
う
に
朱
雀
門
が
造
ら
れ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
礎
石
の
大
き
さ
は
2.42×

1.82
m
、
厚
さ
1.3
m
、
花
崗
岩
製
で
、

重
さ
は
約
7.5
t
も
あ
る
巨
大
な
も

の
で
し
た
。
底
の
部
分
は
や
や
尖

り
気
味
で
、
上
面
は
柱
を
据
え
る

た
め
の
直
径
66
㎝
の
円
形
の
柱
座

が
彫
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
残
っ
て
い
る
朱
雀
門
の
礎

石
は
１
個
の
み
で
す
が
、
も
し
、

奈
良
の
平
城
宮
と
同
じ
よ
う
な
朱

雀
門
が
建
っ
て
い
た
と
す
る
と
合

計
18
個
の
礎
石
が
必
要
に
な
る
た

め
、
ま
だ
周
辺
に
埋
も
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

朱
雀
大
路
を
北
上
す
る
と
、
御

笠
川
を
渡
っ
て
す
ぐ
に
朱
雀
門
が

建
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
朱
雀

門
を
く
ぐ
る
と
広
場
が
広
が
り
、

そ
の
両
側
に
役
所
が
建
ち
並
ぶ
官

庁
街
が
あ
り
ま
し
た
。
正
面
を
見

れ
ば
四
王
寺(

大
城)

山
を
背
後

に
大
宰
府
政
庁
の
朱
色
の
建
物
が

建
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

わ
ず
か
１
個
の
礎
石
で
す
が
、

本
来
の
位
置
に
近
く
な
っ
た
こ
と

で
、
古
代
の
風
景
を
想
像
し
や
す

く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
横
に
は

万
葉
歌
碑
も
新
設
さ
れ
、
古
代
に

想
い
を
は
せ
る
ミ
ニ
ス
ポ
ッ
ト
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

  

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一

推
定
朱
雀
門
礎
石

　
　
　
　
観
世
音
寺
二
丁
目

▲朱雀大橋横に移設した礎石

▲礎石の移設風景

太
宰
府
の
文
化
財
336

現在の
礎石の位置

朱雀大路

大宰府政庁前

都府楼橋
３

581

76

大宰府
政庁跡 大宰府

展示館

↓至二日市

←
至
都
府
楼
前
駅

→
至
大
宰
府
市
役
所

御笠川
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太
宰
府
市
は
読
ん
で
字
の
ご
と

く
「
大
宰
」
と
い
う
宰
相
、
つ
ま

り
大
臣
ク
ラ
ス
の
役
人
が
置
か
れ

た
「
府
」（
役
所
）
が
あ
っ
た
場

所
で
あ
り
、
ま
ち
そ
の
も
の
が
歴

史
性
を
帯
び
た
名
前
を
持
つ
都
市

で
す
。

　

大
宰
府

成
立
の
歴

史
は
ま
さ

に
日
本
の

古
代
外
交

の
歴
史
を

前
提
と
し

て
お
り
、

今
に
残
さ

れ
た
遺
跡

も
そ
の
こ

と
を
雄
弁

に
物
語
っ

て

い

ま

す
。

　

朝
鮮
半

島
で
は
６

６
０
年
に

百

済

が

唐
・
新
羅

に
よ
っ
て

滅
亡
し
、

当
時
の
同

盟
国
で
あ
っ
た
日
本
に
多
く
の
百

済
人
が
渡
来
し
ま
し
た
。
そ
の
百

済
の
遺
臣
達
に
よ
り
水
城
・
大
野

城
・
基
肄
城
が
造
ら
れ
、
半
島
に

近
い
国
家
の
最
前
線
に
、
東
ア
ジ

ア
で
展
開
し
て
い
た
都
城
制
の
手

法
を
取
り
入
れ
た
壮
大
な
施
設
が

構
築
さ
れ
ま
し
た
。
古
代
外
交
は

斉
明
天
皇
期
以
前
の
百
済
中
心
の

外
交
、
天
武･

持
統
天
皇
期
の
新

羅
と
の
国
交
回
復
、
８
世
紀
の
遣

唐
使
の
再
開
に
よ
る
唐
と
の
直
接

外
交
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
天
武

朝
に
東
西
南
北
の
都
市
計
画
道
路

を
備
え
た
藤
原
京
が
飛
鳥
に
建
設

さ
れ
た
背
景
に
は
、
新
羅
の
首
都

慶
州
の
プ
ラ
ン
が
参
考
に
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
、
７
０
４
年
の
遣
唐

使
帰
国
後
に
お
こ
っ
た
平
城
京
へ

の
遷
都
は
大
帝
国
で
あ
っ
た
唐
の

長
安
城
の
都
市
プ
ラ
ン
が
参
考
に

さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
宰
府
の
古
代
都
市
は
北
に
大

野
城
、
南
に
基
肄
城
と
い
う
朝
鮮

半
島
的
な
山
城
を
備
え
た
形
を
採

り
、北
の
山
裾
に
政
庁
が
置
か
れ
、

そ
の
前
に
政
庁
に
関
連
す
る
官
衙

群
、
つ
ま
り
官
庁
街
が
あ
り
、
御

笠
川
を
隔
て
東
西
南
北
の
計
画
的

な
道
路
に
よ
る
条
坊
制
が
敷
か
れ

た
古
代
中
国
的
な
都
市
の
景
観
を

併
せ
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

近
年
の
調
査
の
成
果
に
よ
り
、

条
坊
内
に
は
古
代
外
交
に
関
連
す

る
施
設
と
し
て
外
国
か
ら
の
賓
客

を
招
い
た
「
客
館
」
跡
と
想
定
さ

れ
る
施
設
が
西
鉄
二
日
市
操
車
場

跡
地
か
ら
発
見
さ
れ
、
そ
の
西
側

に
は
幅
約
36
メ
ー
ト
ル
の
条
坊
を

南
北
に
貫
く
中
心
道
路
で
あ
る

「
朱
雀
大
路
」
が
あ
り
、
朱
雀
大

路
南
端
の
二
日
市
か
ら
大
佐
野
、

向
佐
野
、
吉
松
を
抜
け
て
水
城
西

門
を
経
由
し
、
福
岡
市
の
鴻
臚
館

跡
（
古
代
の
迎
賓
館
）
に
至
る
古

代
官
道
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
大
宰
府
は
古
代
外
交
の
最

前
線
に
置
か
れ
た
都
市
で
し
た
。

　

太
宰
府
市
で
は
今
年
度
か
ら
平

成
27
年
度
ま
で
、
水
城
跡
、
大
野

城
跡
、
基
肄
城
跡
を
共
有
す
る
春

日
市
、
大
野
城
市
、
筑
紫
野
市
、

宇
美
町
、
佐
賀
県
基
山
町
と
共
同

し
て
、
築
城
１
３
５
０
年
を
迎
え

る
こ
れ
ら
古
代
の
史
跡
を
活
用
し

た
事
業
を
展
開
し
て
い
く
予
定
で

す
。

　
　
　

文
化
財
課　

山
村　

信
榮

古
代
の
計
画
都
市

　

山
城
と
官
衙
と
条
坊
の
国
際
都
市

　
　

観
世
音
寺
、
朱
雀　

飛
鳥
〜
奈
良
時
代

太
宰
府
の
文
化
財
337

か
ん

が

く
だ
ら

し
ら
ぎ

き

 

い

け
い
し
ゅ
う

ひ
ん
き
ゃ
く

す
ざ
く
お
お
じ

こ
う
ろ
か
ん

げ
い
ひ
ん
か
ん
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「
ダ
ブ
リ
ュ
ウ
」
は
太
宰
府
市

史
民
俗
資
料
編
（
平
成
５
年
刊
）

に
よ
る
と
、
旧
御
笠
郡
か
ら
筑
前

南
部
一
円
に
か
け
て
春
・
秋
に
お

こ
な
わ
れ
る
水
神
の
ま
つ
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
川
で
牛
馬
を
洗
い

汚
す
の
で
水
神
に
お
詫
び
を
す

る
、
と
い
う
伝
え
も
あ
り
ま
す
。

「
駄
糞
流
」「
駄
風
流
」（
風
流
＝

福
岡
県
南
地
方
で
の
祭
礼
芸
能
の

呼
び
名
）
な
ど
の
字
を
当
て
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本

当
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。
各
所
で
の
話
や
記
録
を
み
て

み
る
と
、「
牛
馬
の
厄
病
よ
け
、

水
難
よ
け
」（
通
古
賀
）、「
牛
馬

の
ま
つ
り
、
川
ま
つ
り
」（
向
佐

野
）、「
川
祭
」（
五
条
七
組
「
日

待
燈
明
講
川
祭
帳
」）
な
ど
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
農
耕
に
欠

か
せ
な
か
っ
た
牛
馬
の
ま
つ
り
と

水
神
の
ま
つ
り
が
一
緒
に
な
っ
た

も
の
の
よ
う
で
す
。（
市
史
民
俗

資
料
編
参
考
）

　

昭
和
63
〜
平
成
３
年
の
市
史
編

さ
ん
室
に
よ
る
調
査
で
は
、
坂
本

ム
ラ
カ
タ
は
春
秋
２
回
、
組
の
当

番
が
坂
本
八
幡
宮
の
東
南
に
あ
る

史
跡
の
広
場
に
水
神
棚
を
設

け
、
組
の
皆
で
川
を
浄
め
て

棚
を
拝
ん
だ
あ
と
、
当
番
の

家
で
お
神
酒
を
い
た
だ
き
ド

ジ
ョ
ウ
汁
で
食
事
を
し
て
い

ま
し
た
。

　

か
つ
て
広
場
は
田
ん
ぼ

で
、
そ
の
一
角
に
あ
る
土
盛

り
に
水
神
棚
を
設
け
て
い
ま

し
た
。
土
盛
り
の
下
に
は
井

戸
が
あ
り
鏡
な
ど
が
納
め
ら

れ
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ

り
、
夜
中
の
う
ち
に
よ
く
荒

ら
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で

す
。
大
宰
府
史
跡
の
調
査
に

よ
り
土
盛
も
発
掘
さ
れ
ま
し
た

が
、
井
戸
も
鏡
も
出
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

現
在
の
組
は
４
軒
と
な
り
、
春

に
、
か
つ
て
の
場
所
近
く
に
再
現

し
た
土
盛
り
の
う

え
で
行
っ
て
い
ま

す
。

　

お
供
え
も
ご
飯

は
わ
ら
で
編
ん
だ

椀
に
入
れ
て
い
た

も
の
が
折
敷
と
な

り
、
わ
ら
に
刺
し

た
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど

の
川
魚
は
イ
リ
コ

に
変
化
し
て
い
ま
す
。
二
つ
の
竹

筒
を
わ
ら
で
つ
な
い
で
作
る
お
神

酒
入
れ
は
、
二
対
か
ら
四
対
へ
増

え
、
八
幡
宮
で
は
か
つ
て
か
ら
供

え
て
い
る
猿
田
彦
さ
ま
だ
け
で
な

く
ガ
ラ
ン
さ
ま
に
も
お
神
酒
を
あ

げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
の
初
め
ご
ろ
は
市
内
各
所

で
農
家
の
欠
か
せ
ぬ
行
事
と
し
て

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は

多
く
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
　
　

文
化
財
課　

城
戸　

康
利

坂
本
ム
ラ
カ
タ
の
ダ
ブ
リ
ュ
ウ

　
　
　
　
　
観
世
音
寺
四
丁
目

太
宰
府
の
文
化
財
338

▲現在の水神棚

▲お供え

▼水神棚（坂本）（市史民俗資料編889頁）

よ
ご

ふ
り
ゅ
う



７月６日、中央公民館にて「七夕まつり」を開催しました。
この中で、中央公民館・市民図書館の愛称発表と
表彰式も行いました。（２頁に関連記事あり）

○大宰府政庁跡

○国分小学校

○坂本八幡宮○坂本公園

○文化ふれあい館
○筑前国分寺

○国分瓦窯跡

○筑前国分尼寺跡

0 200ｍ
●水城小学校
（遠賀団印出土地）

●国分松本遺跡

●御笠団印出土地　●
翡翠出土地
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昨
年
、
筑
前
国
府
に
か
か
わ
る

木
簡
な
ど
が
出
土
し
、
話
題
と

な
っ
た
国
分
松
本
遺
跡
。
そ
の
東

に
「
御
笠
団
印
出
土
地
」
と
い
う

遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
２
（
１
９
２
７
）
年
、
桑

畑
を
耕
作
中
に
「
御
笠
団
印
」
と

彫
ら
れ
た
銅
印
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
こ
の
一
帯
の
旧
地
名
「
御
笠
」

の
名
を
冠
し
た
古
代
の
軍
団
「
御

笠
団
」
の
印
章
で
す
。
軍
団
と
は
、

律
令
制
の
も
と
諸
国
に
お
か
れ
た

一
団
千
人
ほ
ど
の
軍
事
組
織
で
、

各
国
内
か
ら
健
康
な
成
年
男
子
が

兵
士
と
し
て
徴
発
さ
れ
、
配
属
さ

れ
ま
し
た
。
国
分
松
本
遺
跡
の
木

簡
に
も
「
得
□
□（
得
万
呂
？
）

兵
士
」
と
あ
り
、
兵
士
徴
発
を
示

す
最
古
史
料
と
注
目
さ
れ
た
こ
と

は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
水
城
小
学
校
敷
地
内
か
ら
も

明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
に
「
遠

賀
団
印
」
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

記
録
に
よ
れ
ば
筑
前
国
に
は
４
つ

の
軍
団
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
の

で
、
実
に
そ
の
半
分
が
坂
本
付
近

に
あ
っ
て
、
筑
前
国
府
や
大
宰
府

を
守
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す

（
こ
れ
ら
の
印
は
国
の
重
要
文
化

財
と
な
り
、
東
京
上
野
の
東
京
国

立
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
）。

　

軍
事
組
織
と
い
え
ば
も
う
一

つ
、
大
宰
府
に
は
辺
境
防
備
の
た

め
の
「
防
人
司
」
が
あ
り
ま
し
た
。

６
６
４
年
水
城
築
堤
と
と
も
に
は

じ
ま
っ
た
防
人
制
度
に
よ
っ
て
、

関
東
地
方
な
ど
東
国
か
ら
た
く
さ

ん
の
人
々
が
筑
紫
へ
駆
り
出
さ
れ

た
こ
と
を
、
史
料
、
ま
た
万
葉
集
・

防
人
の
歌
は
伝
え
て
い
ま
す
。
た

だ
出
土
品
で
は
、
防
人
に
か
か
わ

る
も
の
や
、
防
人
が
東
国
か
ら
も

た
ら
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
つ

か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
興
味
深
い
も
の

が
御
笠
団
印
出
土
地
近
く
の
古
代

の
地
層
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
ま

す
。
濃
い
緑
色
を
し
た
翡
翠
で
す
。

大
き
さ
３
〜
４
㎝
と
小
さ
な
も
の

で
す
が
、
比
重
が
大
き
い
た
め
手

に
持
つ
と
見
た
目
よ
り
重
く
感
じ

ら
れ
ま
す
。
表
面
は
平
滑
で
す
が
、

人
工
的
に
手
を
加
え
た
も
の
と
い

う
よ
り
も
、
河
原
で
拾
わ
れ
た
石

の
よ
う
な
印
象
を
う
け
ま
す
。

　

翡
翠
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、

中
国
で
古
来
よ
り
珍
重
さ
れ
た

「
軟
玉
」
と
、
現
代
も
宝
石
と
し

て
扱
わ
れ
る
「
硬
玉
」
の
、
鉱
物

学
的
に
異
な
る
２
種
類
が
あ
り
ま

す
が
、
科
学
分
析
の
結
果
、
こ
れ

は
硬
玉
と
判
明
し
ま
し
た
。
硬
玉

は
世
界
的
に
も
産
地
が
限
ら
れ
て

お
り
、
日
本
の
遺
跡
か
ら
出
土
す

る
も
の
は
新
潟
県
糸
魚
川
地
域
が

唯
一
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
多
く
は
白
色
で
、
こ

の
よ
う
に
緑
色
が
濃
い
も
の
は
珍

し
い
よ
う
で
す
（
以
下
、
硬
玉
の

こ
と
を
翡
翠
と
記
し
ま
す
）。

　

日
本
で
翡
翠
は
古
く
か
ら
珍
重

さ
れ
、
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代

に
は
勾
玉
な
ど
に
使
わ
れ
ま
し

た
。
た
だ
、
見
た
目
が
翡
翠
と
同

じ
緑
色
を
し
て
い
て
も
分
析
す
る

と
翡
翠
で
は
な
い
場
合
も
多
い
よ

う
で
、
素
材
よ
り
む
し
ろ
色
が
日

本
人
に
好
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

緑
色
は
、
後
の
奈
良
〜
平
安
時
代

に
も
瑠
璃
瓦
・
奈
良
三
彩
・
緑
釉

陶
器
と
い
っ
た
高
級
品
に
も
使
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
色

の
「
玉
」
が
珍
重
さ
れ
た
こ
の
時

代
、
翡
翠
は
全
く
使
わ
れ
な
く
な

り
、
緑
色
の
「
玉
」
の
素
材
は
ガ

ラ
ス
や
蛇
紋
岩
に
代
わ
り
ま
す
。

翡
翠
が
割
れ
に
く
く
（
靭
性
が
大

き
く
）、
加
工
が
難
し
い
こ
と
も

あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
時
代

の
流
行
（
大
陸
文
化
の
影
響
）
も

そ
の
理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
時
代
、
軍
団
に
か
か

わ
る
場
所
に
、
な
ぜ
東
国
産
の
、

し
か
も
緑
色
を
し
た
上
質
な
翡
翠

の
原
石
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
持
ち
主
は
ど
ん
な
思

い
で
こ
れ
を
持
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

詳
し
い
背
景
は
何
も
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
ふ
る
さ
と
を
想
う
東
国

の
防
人
の
こ
と
や
、
防
人
と
筑
前

国
の
軍
団
と
の
関
係
な
ど
を
想
像

さ
せ
る
、
そ
ん
な
遺
物
と
し
て
紹

介
し
ま
し
た
。　
　
　

　
　
　

文
化
財
課　

井
上　

信
正

　
　

翡
翠
の
原
石

御
笠
団
印
出
土
地
周
辺
遺
跡（
坂
本
）８
〜
９
世
紀
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ひ
す
い

み

か
ん

か
さ

と
こ

ひ
す
い

ま

お

か

ろ

さ
き
も
り
の
つ
か
さ

と
う
ご
く

だ
ん
い
ん
し
ゅ
つ
ど

ち

い
と
い
が
わ

る

な

ら

さ
ん
さ
い

り
ょ
く

ぎ
ょ
く

ぎ
ょ
く

じ
ゃ
も
ん
が
ん

じ
ん
せ
い

ゆ
う

と
う
き

り
が
わ
ら

な
ん
ぎ
ょ
く

こ
う
ぎ
ょ
く
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四
王
寺
山
の
南
裾
に
朝
日
山
と

呼
ば
れ
て
い
る
小
山
が
あ
り
ま

す
。
東
側
に
朝
日
地
蔵
が
あ
る
こ

の
山
を
平
成
12
年
度
に
発
掘
調
査

す
る
と
、
山
頂
に
お
墓
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
墓
か
ら
は
埋
葬
さ
れ

た
人
と
共
に
埋
め
ら
れ
た
も
の

（
副
葬
品
）
が
出
土
し
ま
し
た
。

副
葬
品
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
縦
8.3
㎝
、
横
8.3
㎝
、
厚
さ
0.45

㎝
の
大
き
さ
の
ま
る
い
鏡
で
す
。

鏡
の
背
中
側
を
見
て
み
る
と
、
持

つ
た
め
の
ひ
も
を
通
す
、
鈕
と
呼

ば
れ
る
突
起
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

鏡
の
鈕
は
鈕
の
台
座
（
鈕
座
）
を

持
た
な
い
素
鈕
で
、
界
圏
を
表
す

圏
線
（
円
形
の
線
）
を
巡
ら
さ
ず
、

鏡
の
端
（
周
縁
）
の
形
状
が
、
断

面
の
形
で
み
る
と
や
や
つ
ぶ
れ
た

三
角
形
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
特
徴
は
中
国
、
宋
の
時
代
に

作
ら
れ
た
中
国
鏡
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。
次
に
デ
ザ
イ
ン
（
絵
柄
）

を
見
る
と
、
中
心
に
あ
る
鈕
を
中

心
に
し
て
上
下
を
反
転
さ
せ
た
鳥

の
文
様
を
、
対
角
線
上
に
配
置
し

て
お
り
、
鳥
の
文
様
の
間
に
は
草

花
の
文
様
を
あ
し
ら
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
草
花
の
中
で
２

匹
の
鳥
が
舞
っ
て
い
る
よ
う
な
構

図
に
見
え
ま
す
。

　

鏡
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る

と
、
中
国
の
宋
の
時
代
（
10
〜
13

世
紀
）
に
つ
く
ら
れ
た
中
国
産
の

鏡
を
日
本
は
10
〜
11
世
紀
に
か
け

て
輸
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

日
本
で
は
11
世
紀
後
半
か
ら
12
世

紀
前
半
に
中
国
の
宋
鏡
的
な
つ
く

り
に
鳥
の
文
様
を
表
し
た
日
本
製

の
鏡
が
大
流
行
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
鏡
の
様
式
は
、
宋
鏡
式
と
呼

ば
れ
て
お
り
和
鏡
の
祖
型
の
１
つ

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
宋

鏡
式
の
流
行
は
12
世
紀
中
頃
ま
で

見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
の
鏡
は
、

圏
線
を
持
ち
、
周
縁
が
垂
直
も
し

く
は
外
反
気
味
に
立
ち
上
が
る
形

が
定
着
し
て
、
い
わ
ゆ
る
和
鏡
と

呼
ば
れ
る
形
と
な
り
ま
し
た
。
以

後
、
中
世
の
間
は
こ
の
鏡
の
形
が

使
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

朝
日
山
の
墓
か
ら
出
土
し
た
草

文
双
鳥
鏡
は
、
進
ん
で
い
る
外
国

の
文
化
・
技
術
を
う
ま
く
取
り
入

れ
て
、
日
本
独
自
の
も
の
を
作
り

出
し
て
い
く
過
程
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

　
草
文
双
鳥
鏡

　
　
　
観
世
音
寺
五
丁
目
　
12
世
紀
前
半
〜
中
頃
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そ
う
も
ん
そ
う
と
り
き
ょ
う

あ
さ
ひ
や
ま

ち
ゅ
う

か
い
け
ん

け
ん
せ
ん

そ
う

　

現
在
、
太
宰
府
市
文
化
ふ

れ
あ
い
館
で
は
、
大
宰
府
の

歴
史
の
「
始
ま
り
か
ら
現
在
」

ま
で
、
ま
る
ご
と
わ
か
る
と

好
評
の
「
ま
る
ご
と
太
宰
府

歴
史
展
」
を
開
催
中
で
す
。

（
11
月
４
日
ま
で
）
皆
さ
ん
、

ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

草文双鳥鏡（鏡背面）

X線写真

鏡実測図

鈕→
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