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特
別
史
跡
水
城
跡
は
今
年
で
築
造
１
３
５

０
年
を
迎
え
ま
す
。
古
代
に
人
工
的
に
造
ら

れ
た
巨
大
な
防
衛
施
設
は
そ
の
成
立
に
つ
い

て
『
日
本
書
紀
』
天
智
３ 

(
６
６
４) 

年
の

記
事
に
は
「
大
堤
を
築
き
水
を
貯
へ
し
む
。

名
け
て
水
城
と
曰
ふ
」
と
記
さ
れ
、
水
を
た

た
え
る
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
、
人
工
的
な
盛

り
土
に
よ
る
大
き
な
堤
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
ま
す
。
中
世
に
な
っ
て
も
そ
の
こ
と
は

情
報
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
連
歌

師
の
飯
尾
宗
祇
が
記
し
た
『
筑
紫
道
記
』
の

文
明
12
（
１
４
８
０
）
年
の
記
事
に
は
、
水

城
に
つ
い
て
「
よ
こ
た
は
れ
る
山
の
こ
と

し
、
尋
れ
は
是
も
天
智
天
皇
の
つ
か
せ
給
ひ

け
る
と
な
ん
」
と
あ
り
、
８
０
０
年
の
時
の

時
間
が
経
過
し
な
が
ら
も
、
地
元
で
は
天
智

天
皇
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
き
ち
ん

と
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
水
城
の
構
造
に
関
す

る
具
体
的
な
文
字
の
記
録
が
見
ら
れ
ま
す
。

宝
永
６
（
１
７
０
９
）
年
の
完
成
と
さ
れ
る

貝
原
益
軒
に
よ
る
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に

は
「
元
禄
十
二
年
此
堤
の
辺
の

田
を
ほ
り
し
に
、
大
な
る
木
二

本
有
て
掘
出
し
け
る
。
（
中

略
）
此
土
堤
を
築
し
時
の
台
木
な

る
へ
し
。
」
と
あ
り
、
青
柳
種
信

が
編
纂
し
、
天
保
８
（
１
８
３

７
）
年
頃
に
完
成
し
た
と
さ
れ

る
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』

に
は
「
近
年
も
桧
杉
樫
等
の
大

材
を
此
川
の
辺
よ
り
穿
出
せ

り
。
少
も
朽
損
な
し
。
」
と

し
、
水
城
か
ら
巨
木
が
掘
り
出

さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま

す
。
文
政
４
（
１
８
２
１
）
年

に
で
き
た
と
さ
れ
る
奥
村
玉
蘭

に
よ
る
『
筑
前
国
名
所
図
会
』
に
は
「
中
に

崩
て
川
の
流
た
る
所
一
丁
あ
り
、
此
所
よ
り

往
々
大
木
の
板
の
た
く
ひ
掘
り
出
し
た
る
事

あ
り
、
是
は
樋
に
用
ひ
た
る
物
な
る
へ
し
」

と
記
さ
れ
、
川
（
御
笠
川
か
）
の
ほ
と
り
で

掘
り
出
さ
れ
た
板
状
の
巨
木
は
、
水
城
の
樋

（
地
下
に
埋
め
た
導
水
施
設
）
で
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
想
像
は
昭

和
45
（
１
９
０
７
）
年
に
始
ま
っ
た
福
岡
県

に
よ
る
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
樋
で
あ
る
こ
と

が
追
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

水
城
か
ら
巨
木
が
出

た
こ
と
は
地
元
の
人
を

驚
か
せ
ま
し
た
。
巨
木

は
新
し
く
は
昭
和
22
年

頃
に
も
水
城
近
く
の
水

田
で
発
見
さ
れ
た
と
さ

れ
、
そ
の
木
で
つ
く
ら

れ
た
「
宮
村
講
堂
」
と

彫
ら
れ
た
看
板
が
学
業

院
中
学
校
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
分

の
国
分
密
寺
で
も
本
堂

に
掲
げ
ら
れ
た
寺
名
を

彫
っ
た
額
は
水
城
出
土

の
木
材
と
さ
れ
、
観
世

音
寺
に
は
掘
り
出
さ
れ

た
板
材
そ
の
も
の
が
長

く
保
管
さ
れ
て
い
ま
し

た
（
現
在
、
九
州
国
立

水
城
跡
の
木
樋

太
宰
府
の
文
化
財
351

博
物
館
で
展
示
）
。
ま
た
、
観
世
音
寺
の
境

内
に
あ
る
天
智
院
と
い
う
建
物
に
も
水
城
か

ら
出
土
し
た
木
で
つ
く
ら
れ
た
材
木
が
使
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
太
宰
府
の

人
々
は
水
城
が
天
智
天
皇
の
時
代
に
つ
く
ら

れ
た
歴
史
的
な
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
何
世
代

に
も
わ
た
っ
て
言
い
伝
え
、
そ
こ
か
ら
出
土

し
た
巨
木
（
樋
の
部
材
）
の
こ
と
も
長
く
伝

え
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
て

来
た
よ
う
で
す
。

文
化
財
課　

山
村
信
榮水城東門の木樋（写真提供　九州歴史資料館）

国分密寺本堂の額

観世音寺天智院
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特
別
史
跡
水
城
跡
は
今
年
、
築
造
１
３

５
０
年
を
迎
え
ま
し
た
。
全
長
約
1.2
　
、

高
さ
９
ｍ
も
の
土
塁
と
、
そ
の
前
に
も
う

け
ら
れ
た
幅
約
60
　
の
外
濠
に
よ
っ
て
、

福
岡
平
野
か
ら
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
築
か

れ
た
水
城
で
す
が
、
の
ち
に
大
宰
府
の
出

入
口
と
し
て
数
々
の
物
語
に
登
場
し
、
ま

た
歌
枕
（
和
歌
に
詠
ま
れ
た
名
所
旧
跡
）

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
水
城
の
名
前
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
智

天
皇
３
（
６
６
４
）
年
是
歳
条
に
、
「
筑

紫
に
大
堤
を
築
き
て
水
を
貯
え
し
む
。
名

づ
け
て
水
城
と
い
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
水
を
貯
え
た
こ
と
に
由
来
し
ま

す
。
巨
大
な
導
水
管
（
木
樋
）
を
土
塁
の

下
に
据
え
て
内
濠
か
ら
外
濠
へ
水
を
流
し

て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
水
城

と
水
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
中
央
を
流
れ
る
御

笠
川
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
い
ま
だ
明
ら
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
き
な
石
が
写
っ
た

写
真
が
あ
り
ま
す
。
九

州
自
動
車
道
の
橋
脚
を

つ
く
る
と
き
、
水
城
の

土
塁
（
上
成
土
塁
）
の

延
長
と
御
笠
川
と
が
交

差
す
る
付
近
で
見
つ

か
っ
た
も
の
で
す
。
巨

石
が
乱
雑
に
積
ま
れ
て

い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
上
流

側
に
水
を
貯
め
る
た
め
に
川
の
中
に
石
を

積
み
、
あ
ふ
れ
た
水
を
下
流
に
流
し
た

「
洗
堰
」
と
想
定
さ
れ
ま
し
た
。
防
御
の

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
が
塞
が
れ
て
い

な
い
と
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の

可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
、
そ
の
調
査
報
告
の
中
に
は
、
巨

石
と
と
も
に
奈
良
時
代
以
来
の
瓦
が
多
く

見
つ
か
っ
た
こ
と
や
、
以
前
は
塼
（
レ
ン

ガ
）
が
敷
き
な
ら
ん
で
い
た
、
と
い
う
地

元
の
古
老
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
す
ぐ
近
く
の
御
笠
川
の
中
か

ら
、
大
宰
府
政
庁
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る

奈
良
時
代
の
鬼
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
城
で
使
わ
れ
た
鬼
瓦
と
み
ら
れ
ま

す
が
、
も
し
洗
堰
だ
と
す
る
と
鬼
瓦
を
設

け
る
場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
近
く
に
は
「
古
門
畑
」
と
い
う
小

字
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
も
と
に
考
え
る

と
、
御
笠
川
に
設
け
ら
れ
た
水
門
の
屋
根

を
飾
っ
た
鬼
瓦
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
う
す
る
と
写
真
の
巨
石
は
水
門

の
石
垣
の
一
部
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
平
安
時
代
後
期
の
歌
人
・
源
俊
頼

（
１
０
５
５
〜
１
１
２
９
年
）
は
水
城
の

和
歌
を
詠
み
、
「
筑
紫
に
て
舟
寄
せ
は
べ
り

太
宰
府
の
文
化
財
352

て
の
ち
上
り
け
る
に
、
水
城
と
い
う
と
こ
ろ

を
出
」
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代

中
期
の
歌
人
・
藤
原
光
俊
（
１
２
０
３
〜

１
２
７
６
年
）
は
、
夕
霧
が
立
ち
へ
だ
て

る
た
め
「
岩
垣
の
水
城
の
関
に
舟
も
か
よ

わ
ず
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
水

城
に
舟
が
通
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
和
歌
で
す
。
つ
ま
り
御
笠
川
は
、
ふ
だ

ん
は
せ
き
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
に
「
水
城
の
関
」
と
詠
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
、
水
城
は
大
宰
府
に
入
る
た
め

の
交
通
の
関
門
で
し
た
。
御
笠
川
に
も

「
岩
垣
」
の
水
門
が
設
け
ら
れ
、
平
時
に

は
舟
が
通
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

ま
す
。

文
化
財
課
　
井
上
信
正

水
城
と
御
笠
川

水
城
一
丁
目
・
国
分
一
丁
目

　古
代

御笠川で見つかった鬼瓦（太宰府市指定文化財）

御笠川東岸の巨石群（九州歴史資料館写真提供）

km

m

そ
と

ぼ
り

う
た
ま
く
ら

て
ん
　
じ

て
ん  

の
う

こ
の  

と
し
じ
ょ
う

も
く

ひ

あ
ら
い
ぜ
き

せ
ん

み
な
も
と
の
と
し
よ
り

ふ
じ 

わ
ら
の 

み
つ  

と
し
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秋
に
入
り
過
ご
し
や
す
く
な
り
ま
し

た
。
市
内
の
田
ん
ぼ
に
目
を
向
け
る
と
、
稲

穂
が
風
に
揺
れ
て
い
ま
す
。
今
年
も
稲
刈

り
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回

は
稲
刈
り
に
関
連
し
て
、
昔
の
稲
刈
り
の

道
具
を
紹
介
し
ま
す
。

　

石
包
丁
は
、
弥
生
時
代
に
使
わ
れ
て
い

た
稲
刈
り
の
道
具
で
す
。
名
前
に
つ
い
て

は
、
稲
の
穂
を
刈
り
取
る
部
分
が
刃
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
包
丁
の
よ
う
な

機
能
を
も
っ
た

石
の
刃
物
と
考

え
ら
れ
た
こ
と

が
由
来
で
す
。

最
近
で
は
、
稲

刈
り
の
道
具
で

あ
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
た
め

に
、
「
石
製
穂

摘
具
」
と
い
う

言
葉
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
石
包
丁

は
本
市
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
写
真

は
平
成
２
（
１
９
９
０
）
年
に
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
た
前
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も

の
で
す
。
前
田
遺
跡
は
市
の
南
西
部
、
佐

野
地
区
の
土
地
区
画
整
備
事
業
に
伴
っ
て

調
査
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
集
落
遺
跡
で

す
。
遺
跡
か
ら
は
竪
穴
住
居
や
掘
立
柱
建

物
、
柵
列
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
包
丁
は
、
材
料
と
な
る
石
の
塊
か
ら

板
状
に
形
を
整
え
て
い
き
ま
す
。
手
で
握

る
背
の
部
分
と
刈
り
取
る
た
め
の
刃
部
に

整
形
し
た
後
に
、
石
錐
と
い
う
現
在
の
キ

リ
の
よ
う
な
石

の
道
具
を
用
い

て
穴
を
あ
け
ま

す
。
最
後
に
研

磨
し
て
稲
穂
が

刈
り
取
れ
る
よ

う
に
磨
い
て
刃

を
作
り
出
し
ま

す
。
出
土
し
た

石
包
丁
は
泥
岩

製
で
、
大
き
さ

は
縦
3.5
㎝
、
横

10.

６
㎝
、
厚
さ
0.6
㎝
を
測
り
、
手
の
中
に

お
さ
ま
る
大
き
さ
で
す
。
中
央
上
端
寄
り

に
直
径
５
㎜
の
紐
通
し
の
穴
が
２
カ
所
み

ら
れ
ま
す
。
半
円
状
に
弧
を
描
く
部
分
は

刃
に
あ
た
り
、
刈
り
や
す
く
す
る
た
め
に

刃
は
両
側
か
ら
研
ぎ
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

使
い
方
は
石
包
丁
の
紐
穴
に
紐
を
通
し
て

作
っ
た
輪
の
中
に
指
を
入
れ
て
握
り
、
稲

の
穂
だ
け
を
指
で
ひ
っ
か
け
て
ち
ぎ
る
よ

う
に
刈
り
取
っ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
弥
生
時
代
の
稲
刈
り
で
す
が
現

在
の
「
根
刈
り
」
と
は
異
な
り
、
「
穂
首

刈
り
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
稲
に
つ

い
て
の
知
識
が
十
分
で
な
か
っ
た
当
時

は
、
種
も
み
を
直
に
田
に
播
い
た
ま
ま
で

収
穫
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
米
の
育

成
に
差
が
出
て
一
斉
に
実
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
で
、
実
っ
た
稲
穂
を
順
次
摘

太
宰
府
の
文
化
財
353

み
取
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
前
田

遺
跡
（
第
１
次
調
査
）
で
は
弥
生
時
代
後

期
の
住
居
跡
か
ら
炭
化
米
が
出
土
し
て
お

り
、
分
析
し
た
結
果
、
稲
の
粒
の
形
が
一

定
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
弥
生

時
代
以
降
、
田
づ
く
り
の
技
術
の
向
上
と

と
も
に
、
種
も
み
の
選
別
が
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
や
、
栽
培
も
直
播
き
か
ら
株
ご
と

に
植
え
る
田
植
え
に
変
わ
っ
た
こ
と
か

ら
、
稲
の
生
産
性
が
向
上
し
、
一
斉
に
穂

が
実
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
効
率
の
良
い
鎌
を

使
っ
た
「
根
刈
り
」
へ
と
移
っ
て
い
き
、

石
包
丁
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

稲
作
の
歴
史
は
２
０
０
０
年
以
上
の
昔

に
さ
か
の
ぼ
り
、
北
九
州
地
方
は
全
国
で

も
い
ち
早
く
稲
作
を
取
り
入
れ
た
地
域
で

し
た
。
前
田
遺
跡
か
ら
は
、
弥
生
時
代
前

期
の
住
居
跡
か
ら
石
包
丁
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
早
く
に
稲
作
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
遺
跡
か

ら
は
水
田
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

集
落
か
ら
そ
う
遠
く
離
れ
て
い
な
い
場
所

に
耕
作
地
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
の
石
包
丁
は
、
弥
生
時
代
に
佐
野
地
区

で
稲
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝

え
る
重
要
な
遺
物
で
す
。

文
化
財
課　

中
村 

茂
央

前
田
遺
跡
出
土
の
石
包
丁　

弥
生
時
代

前
田
遺
跡
第
７
次
調
査　

向
佐
野
２
丁
目

前田遺跡出土石包丁

前田遺跡周辺の様子（平成２年）

石包丁の使用イメージ図

い
し

ほ
う　

ち
ょ
う

け
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で
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が
ん

こ

ひ
も

ま

ま

せ
き  

せ
い　

ほ　

  

せ
き  

す
い

ぐ

紐穴 背部
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つ
み
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四
王
寺
山
の
南
裾
に
は
、
朝
日
地
蔵
が

祀
ら
れ
て
い
る
朝
日
山
と
呼
ば
れ
て
い
る

小
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
山
を
削
っ
て
宅

地
造
成
す
る
こ
と
に
伴
い
、
平
成
12
年
度

に
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
過
去
こ
の
「
太
宰
府
の
文
化
財
」
で

も
紹
介
を
し
た
、
　
銭
（
NO.
３
２
６
）
、

草
文
双
鳥
鏡
（
NO.
３
４
０
）
、
瓦
経
（
NO.

３
４
６
）
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
期
の
貴

重
な
文
化
財
が
沢
山
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
そ
の
朝
日
山
の

北
側
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
際
に
見
つ

か
っ
た
層
塔
で
す
。
層
塔
と
は
塔
身
と
笠

の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
石
塔
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
一
般
的
な
層
塔
の
塔
身

の
四
面
に
は
、
仏
像
や
種
字
（
仏
を
表
す

梵
字
）
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
見
つ
か
っ
た

の
は
塔
身
の
一
部
で
し
た
。
石
材
の
材
質
は

泥
岩
で
す
。
寸
法
は
高
さ
17
・
５
㎝
、
横
幅

23
・
１
㎝
、
奥
行
き
23
・
２
㎝
（
す
べ
て

残
存
値
）
の
方

形
で
す
。
上
と

下
を
除
く
側
面

の
４
面
に
は
そ

れ
ぞ
れ
四
角
形

の
彫
り
窪
み
が

あ
り
、
そ
の
な

か
に
神
仏
と
思

わ
れ
る
像
が
彫

ら
れ
て
い
ま

す
。
像
の
様
子
が
わ
か
る
も
の
の
詳
細
を

見
て
い
き
ま
す
と
、
A
面
の
像
は
坐
像

で
、
袍
（
公
家
装
束
の
礼
服
）
の
よ
う
な

も
の
を
着
て
、
手
は
右
手
を
外
に
組
ん
で

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
頭
を
み
る
と
冠

を
つ
け
た
表
現
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
特
徴
か
ら
こ
の
像
は
神
像
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

B
面
の
像
は
表
面
が
削
れ
て
い
る
た

め
、
な
か
な
か
解
釈
が
難
し
い
も
の
で

す
。
よ
く
見
て
い
く
と
、
像
は
手
を
合
わ

せ
て
お
ら
ず
、
右
手
と
左
手
の
位
置
が
ず

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
を
、
胸
の
前
で

左
手
の
人
差
し
指
を
立
て
て
拳
を
作
り
、

そ
の
人
差
し
指
を
右
手
の
拳
で
包
み
込
む

太
宰
府
の
文
化
財
354

智
拳
印
と
考
え
る
と
、
金
剛
界
大
日
如
来

と
推
定
で
き
ま
す
。
ま
た
、
別
の
見
方
を

す
る
と
、
左
手
と
右
手
が
智
拳
印
に
し
て

は
離
れ
す
ぎ
て
お
り
、
本
来
は
左
手
に
何

か
を
持
っ
て
、
右
手
は
削
れ
て
し
ま
っ
た

状
態
と
も
見
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
右

手
が
施
無
畏
印
で
左
手
に
蓮
華
を
も
つ
観

世
音
菩
薩
と
い
う
推
定
も
で
き
ま
す
。
残

り
が
悪
い
他
の
面
は
、
像
の
シ
ル
エ
ッ
ト

か
ら
推
定
し
て
、
如
来
像
の
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　

一
般
的
な
層
塔
の
４
面
に
は
、
四
方
仏

が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
こ
の
層
塔
は
神
像
、
仏
像
（
大
日
如

来
か
、
観
世
音
菩
薩
）
、
如
来
像
と
、
像

の
モ
チ
ー
フ
が
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
様
な
層
塔
は
大
変
珍
し
い
も
の
で

す
。
類
例
と
し
て
は
、
鹿
児
島
県
薩
摩
川

内
市
指
定
文
化
財
の
薩
摩
国
分
寺
層
塔

が
、
４
面
そ
れ
ぞ
れ
の
尊
格
（
仏
様
の
種

類
）
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
例
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

こ
の
朝
日
山
出
土
の
層
塔
は
、
太
宰

府
の
中
世
宗
教
世
界
を
解
明
し
て
い
く

資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
大
変
貴
重
な
も

の
で
す
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

  

朝
日
山
出
土
の
層
塔

　
　
　

 
大
宰
府
条
坊
跡
第
２
１
０
次
調
査

中
世　

観
世
音
寺
５
丁
目

あ
さ　

 
ひ　

 

や
ま

そ
う　

と
う

参考画像：薩摩国分寺層塔参考画像：薩摩国分寺層塔

笠笠

塔
身
塔
身

A面A面

B面B面

さ
し

そ
う

も
ん
そ
う
ち
ょ
う
き
ょ
う

が

き
ょ
う

し
ゅ

じ

ぼ
ん

じ

で
い 

が
ん

ほ
う

ち

け
ん  

い
ん

こ
ん  

ご
う  

か
い

だ
い  

に
ち  

に
ょ 

ら
い

せ　

  

む　

 

い　

 

い
ん

ぜ　

 

お
ん

ぼ　

 

さ
つ

だ
い

さ
つ　

ま　

せ
ん

か
ん
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坂
本
一
丁
目
の
関
屋
交
差
点
付
近
一
帯

の
旧
小
字
名
「
関
屋
」
は
、
か
つ
て
こ
の

付
近
に
「
苅
萱
の
関
」
と
い
う
関
所
が
あ
っ

た
事
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

苅
萱
の
関
の
成
立
時
期
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、  

史
料
で
確
認
で
き
る
も

の
と
し
て
、
筥
崎
宮
が
所
蔵
す
る
永
享
10

(

１
４
３
８)

年
の
文
書
（「
油
座
文
書
写
」）

に
、苅
萱
の
関
で「
過
銭
」（
通
行
税
）を
取
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
室
町
・
戦
国
時
代
の
連
歌
師
・
飯

尾
宗
祇
は
、
文
明
12
（
１
４
８
０
）
年
に

苅
萱
の
関
を
通
っ
た
と
き
の
よ
う
す
を
、

紀
行
文
「
筑
紫
道
記
」
で
「
か
る
か
や
の

関
に
か
か
る
程
に
、
関
守
立
出
て
、
我
行

く
す
ゑ
を
あ
や
し
げ
に
見
る
も
お
そ
ろ
し
」

と
記
し
、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　
　

数
な
ら
ぬ　

身
を
い
か
に
と
も

　
　
　

 

事
と
は
は　

い
か
な
る
名
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

か
る
か
や
の
関

　
（
も
の
の
数
に
も
入
ら
な
い
よ
う
な
こ
の

私
の
身
を
、
苅
萱
の
関
を
通
る
に
あ
た
っ

て
関
守
が
何
者
だ
と
問
う
た
な
ら
ば
、
ど

の
よ
う
な
名
を
借
り
て
答
え
た
ら
よ
い
だ

ろ
う
か
）

　
「
か
る
か
や
の
関
」
は
古
く
か
ら
歌
枕
と

し
て
も
知
ら
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
和
歌
集
や
歌
合
せ
で
見
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
天
文
７(

１
５
３
８)

年
に

は
、
遣
明
船
に
乗
る
僧
が
風
待
ち
中
に
旧

跡
見
物
と
し
て
苅
萱
の
関
を
訪
れ
た
記
録

(

「
策
彦
和
尚
入
明
記 

初
渡
集
」)

が
あ
る

ほ
か
、
天
正
15(

１
５
８
７)

年
の
豊
臣
秀

吉
の
九
州
平
定
に
随
行
し
た
細
川
藤
孝(

幽

斎)

の
紀
行
文
「
九
州
道
の
記
」
で
は
、「
か

る
か
や
の
関
の
跡
」
と
記
述
さ
れ
、
こ
の

頃
に
は
関
所
は
な
く
な
っ
て
い
た
事
が
わ

か
り
ま
す
。

　

そ
の
後
「
苅
萱
の
関
跡
」
は
、
太
宰
府

の
名
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
江
戸

時
代
の
絵
図
や
、
明
治
〜
昭
和
ご
ろ
の
観

光
案
内
や
絵
葉
書
な
ど
で
も
紹
介
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
苅
萱
の
関

を
舞
台
と
し
た
、
苅
萱
道
心
と
石
堂
丸
親

子
の
悲
し
い
伝
説
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

伝
説
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
紙
面
の

都
合
上
割
愛
し
ま
す
が
、
苅
萱
道
心
は
苅

萱
の
関
守
だ
っ
た
と
い
う
設
定
で
す
。
関

所
が
あ
っ
た
場
所
は
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
か

つ
て
、
石
堂
丸
の
姉
・
千

代
鶴
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る

塚
が
あ
り
、
そ
こ
が
苅
萱

の
関
跡
と
さ
れ
て
看
板
が

建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
少
し
場
所
を
替

え
、
旧
日
田
道
沿
い
に
石

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
元
の
文
化
遺
産

太
宰
府
の
文
化
財
355

自然に触れよう！考えよう！
“いま”わたしにできること

を
後
世

に
伝
え

て
い
こ

う
と
、

坂
本
区
・

通
古
賀

区
の
住

民
を
中

心
に
育

成
団
体

「
か
る
か

や
物
語

を
伝
え
る
会
」
が
結
成
さ
れ
、
平
成
26
年

３
月
22
日
、
太
宰
府
市
景
観
・
市
民
遺
産

会
議
で
「
苅
萱
の
関
跡
と
か
る
か
や
物
語
」

と
し
て
市
民
遺
産
に
提
案
し
、
市
民
遺
産

第
９
号
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
会
で
は
、

苅
萱
の
関
跡
の
石
碑
周
辺
の
美
化
活
動
や

勉
強
会
な
ど
を
通
し
て
、
守
り
伝
え
て
い

こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

※

古
く
は
、
菅
原
道
真
の
和
歌
に
「
か
る
か
や
の
関

守
に
の
み
見
え
つ
る
は
人
も
許
さ
ぬ
道
辺
な
り
け
り
」

と
あ
り
、
古
代
か
ら
関
所
が
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ

り
ま
す
。

文
化
財
課　

遠
藤 

茜

苅
萱
の
関
跡

　

太
宰
府
市
民
遺
産
第
９
号「
苅
萱
の
関
跡
と
か
る
か
や
物
語
」

■ 

お
知
ら
せ 

■

　

太
宰
府
市
民
遺
産
を
認
定
す
る
次
の

会
議
は
、
九
州
国
立
博
物
館
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ホ
ー
ル
に
て
平
成
27
年
２
月
21
日

㈯
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※

か
る　

か
や

かるかや物語を伝える会の皆さんで、薄くなった
説明書きに墨入れ作業（平成26年５月～８月）
かるかや物語を伝える会の皆さんで、薄くなった
説明書きに墨入れ作業（平成26年５月～８月）

かつて建てられていた看板かつて建てられていた看板

現在の苅萱の関跡石碑現在の苅萱の関跡石碑

●苅萱の関跡石碑●苅萱の関跡石碑

●水城小学校●水城小学校

●関屋交差点●関屋交差点
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石 
臼
　

　  ―

市
内
に
見
ら
れ
る
石
臼―

太
宰
府
の
文
化
財
356

　

新
年
を
迎
え
、
年
越
し
蕎
麦
や
き
な
粉

餅
な
ど
を
食
べ
ら
れ
た
方
は
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
暮
ら
す
日

本
に
は
、
「
う
ど
ん
」
や
「
そ
ば
」
な
ど

多
く
の
粉
食
文
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
麺
類

の
他
に
も
多
く
の
粉
を
使
っ
た
食
べ
物
が

各
地
に
あ
り
、
私
た
ち
の
食
生
活
に
と
っ

て
小
麦
粉
な
ど
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
食
材
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本

に
お
け
る
「
う
ど
ん
」
や
「
そ
ば
」
は
、

仁
治
二
年
（
１
２
４
１
）
に
大
宰
少
弐
武

藤
資
頼
に
よ
り
博
多
に
建
立
さ
れ
た
承
天

寺
の
「
饂
飩
蕎
麦
発
祥
之
地
」
の
石
碑
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
円
爾
（
聖
一
国
師
）
に

よ
っ
て
製
法
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
粉
を
挽
く

た
め
の
道
具
と
し
て
、
少
し
前
ま
で
は
石

臼
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今

回
は
太
宰
府
市
内
に
見
ら
れ
る
石
臼
を
少

し
紹
介
し
た
い
と
思
い
す
。

　

石
臼
と
は
、
上
下
に
円
盤
状
の
石
を
重

ね
た
、
粉
を
挽
く
た
め
の
道
具
で
す
。
穀

物
や
茶
な
ど
の
食
物
の
他
に
鉱
物
な
ど
を

粉
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
少
し
前
ま

で
は
納
屋
や
庭
先
な
ど
で
よ
く
目
に
す
る

も
の
で
し
た
が
、
最
近
は
目
に
す
る
機
会

が
減
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

石
臼
の
歴
史
は
古
く
、
「
日
本
書
紀
」

の
推
古
天
皇
18
年
（
６
１
０
年
）
に
高
麗

か
ら
来
日
し
た
僧
曇
徴
が
絵
具
や
紙
、
墨

を
作
っ
た
他
に
水
力
を
利
用
し
た
碾
磑

（
て
ん
が
い
・
み
ず
う
す
）
を
造
っ
た
と

書
か
れ
、
こ
の
頃
に
日
本
へ
伝
え
ら
れ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
碾
磑
は
、
石
臼
を
中
国
語
で
表
記

し
た
も
の
で
、
観
世
音
寺
の
境
内
に
残
る

大
型
の
石
臼
も
碾
磑
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
石
臼
は
直
径
約
１
０
３
cm
と
大
型
の

も
の
で
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
「
筑
前

國
續
風
土
記
附
録
」
に
は
里
人
に
「
鬼
の

茶
臼
」
と
呼
ば
れ
る
石
臼
が
あ
る
こ
と
が

記
録
さ
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
石
臼
で
何
が
挽

か
れ
た
の
か
は
今
も
分
ら
ず
、
観
世
音
寺

創
建
時
に
建
物
を
塗
っ
た
顔
料
を
挽
い
た

と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

石
臼
は
、
中
世
に
な
る
と
寺
院
や
貴
族

の
中
で
使
わ
れ
始
め
、
武
士
の
間
に
広

が
っ
た
茶
の
湯
に
よ
り
茶
臼
が
重
宝
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
全
国
に
広
が
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
石
臼
の
普
及

と
と
も
に
全
国
に
粉
食
文
化
が
広
が
り
ま

す
が
、
太
宰
府
で
は
少
し
違
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

太
宰
府
市
内
か
ら
は
数
多
く
の
石
臼
が

出
土
し
、
さ
ら
に
市
内
を
中
心
に
広
が
る

大
宰
府
条
坊
跡
で
は
平
安
時
代
後
期
（
11

世
紀
後
半
か
ら
12
世
紀
）
に
粉
な
ど
を
捏

ね
た
り
練
っ
た
り
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
「
こ
ね
鉢
」
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
は
、
全

国
に
先
駆
け
て
粉
食
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
資
料
で
あ
り
、
大
陸
と
の
窓
口

と
し
て
逸
早
く
大
陸
文
化
と
接
し
て
き
た

太
宰
府
の
食
文
化
を
物
語
る
一
つ
と
い
え

ま
す
。

　

市
内
を
散
策
す
る
際
に
は
、
集
落
内
の

台
所
や
寺
社
の
厨
な
ど
で
石
臼
が
使
わ
れ

て
い
た
光
景
を
思
い
浮
か
べ
、
散
策
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
古
く
か
ら
続

く
日
本
の
粉
食
文
化
を
楽
し
ん
で
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。文

化
財
課　

沖
田
正
大

観世音寺の碾磑観世音寺の碾磑

観世音寺の碾磑（上臼）観世音寺の碾磑（上臼）

観世音寺の碾磑（下臼）観世音寺の碾磑（下臼）

え
ん 

ば
ん

ひ

に  

ほ
ん 

し
ょ  

き

ど
ん
ち
ょ
う

ち
く
ぜ
ん
の

ふ　

 

ど　

 

き　

 

ふ   

ろ
く

い
ち 

は
や

く
り
や

す
い  

こ

く
に 

ぞ
く
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い
つ
も
多
く
の
人
々
で
賑
わ
う
太
宰
府

天
満
宮
参
道
。
西
鉄
太
宰
府
駅
前
の
太
宰

府
交
番
の
南
側
に
は
、
72
年
前
ま
で
青
銅

製
の
大
鳥
居(

銅
の
鳥
居)

が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
鳥
居
は
天
明
元(

１
７
８
１)
年
12

月
に
常
安
九
右
衛
門
保
道
が
寄
進
し
た
も

の
で
す
。
大
き
さ
は
高
さ
２
丈
２
尺
７
寸

(

約
6.9
ｍ)

、
左
右
竿
間(

柱
の
間) 

１
丈
５

尺
３
寸(

約
4.6
ｍ)

、
竿
石
周
り
８
尺
２
寸

（
約
2.5
ｍ
）
あ
り
、
現
在
西
鉄
太
宰
府
駅

か
ら
参
道
を
行
く
と
最
初
に
建
っ
て
い
る

元
禄
９(

１
６
９
６)

年
建
立
の
石
造
鳥
居

と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

鳥
居
を
寄
進
し
た
常
安
九
右
衛
門
保
道

(

１
７
４
０
〜
１
８
０
１
年)

は
、
捕
鯨
で

財
を
な
し
た
唐
津
の
豪
商
で
日
野
屋
九
右

衛
門
と
し
て
名
声
を
得
て
い
ま
し
た
。
九

右
衛
門
は
、
鋳
工
の
棟
梁
に
摂
津
国(

大

阪)

の
眼
流
平
兵
衛
塚
重
を
迎
え
、
天
明

元(

１
７
８
１)
年
12
月
唐
津
の
木
綿
町
で

鋳
造
を
開
始
し
、
天
明
３(

１
７
８
３)

年

３
月
に
全
て
の
部
材
が
完
成
し
ま
し
た
。

５
月
に
鳥
居
の
部
材
は
船
で
運
ば
れ
、
博

多
湾
で
陸
揚
げ
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
陸
路

で
太
宰
府
に
運
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
道
中

は
多
く
の
見
物
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

鳥
居
の
部
材
は
唐
津
で
造
ら
れ
ま
し
た

が
、
鳥
居
の
礎
石
だ
け
は
太
宰
府
で
造
ら

れ
て
い
ま
す
。
宰
府
の
町
外
れ
か
ら
切
り

出
さ
れ
た
石
材
は
、
天
明
３
年
５
〜
７
月

に
か
け
て
、
太
宰
府
の
吉
郎
次
、
博
多
の

仁
右
衛
門
な
ど
12
名
の
石
工
に
よ
っ
て
礎

石
に
加
工
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
明

３
年
８
月
３
日
か
ら
鳥
居
の
組
み
立
て
が

始
ま
り
、
12
日
に
完
成
、
16
日
に
落
成
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

銅
の
鳥
居
は
、
太
宰
府
の
人
を
は
じ

め
、
天
満
宮
を
参
詣
し
た
人
々
を
驚
か
せ

ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
俚
謡
（
地
元
の
う

た
）
で
「
大
町
の
大
町
の
銅
の
鳥
居
が
太

い
と
て
、
見
る
人
ご
と
に
オ
ー
サ
び
っ
く

り
し
ゃ
っ
く
り
、
び
っ
く
り
し
ゃ
っ
く

り
」
と
謡
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

長
年
親
し
ま
れ
た
銅
の
鳥
居
で
し
た

が
、
昭
和
18(

１
９
４
３)

年
８
月
12
日
、

太
平
洋
戦
争
で
の
金
属
資
源
不
足
を
補
う

金
属
類
回
収
令
に
よ
り
、
解
体
さ
れ
供
出

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
消
え
た
銅
の
鳥

居
の
堂
々
た
る
姿
は
、
明
治
か
ら
昭
和
に

か
け
て
の
絵
葉
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
、

北
側
の
柱
の
表
に
「
天
明
元
年
辛
巳
冬
十

太
宰
府
の
文
化
財
357

二
月
朔
旦　

肥
前
國
唐
津

願
主　

常
安
九
右
衛
門
保

道
」
、
南
側
の
柱
の
表
に

「
奉
造
立
神
門
一
基
」
と

刻
ま
れ
た
文
字
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
消
え
て
し

ま
っ
た
鳥
居
で
す
が
、
太

宰
府
で
造
ら
れ
た
２
つ
の

礎
石
は
現
在
も
場
所
を
変

え
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
参
道

突
き
当
た
り
に
あ
る
延
寿
王
院
前
の
国
旗

掲
揚
台
の
台
石
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

礎
石
の
台
座
は
直
径
約
１
４
０
㎝
、
高
さ

19
㎝
の
円
形
で
、
梅
ヶ
枝
餅
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
て
、
中
央
に
は
さ
ら
に
直
径
76
㎝
、

高
さ
60
㎝
ほ
ど
の
円
柱
が
造
り
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
円
柱
は
鳥
居
を
は
め
込
む

た
め
の
も
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
昭

和
27(

１
９
５
２)

年
太
宰
府
天
満
宮
に

あ
っ
た
蛭
児
尊
と
共
に
福
岡
市
博
多
区
麦

野
四
丁
目
に
移
さ
れ
、
そ
の
蛭
児
尊
の
台

石
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

離
れ
離
れ
に
な
っ
た
礎
石
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
第
二
の
役
目
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一

  
消
え
た
銅
の
鳥
居
と
残
さ
れ
た
礎
石

か
ね

銅の鳥居の絵葉書(明治時代)銅の鳥居の絵葉書(明治時代)

つ
ね  

や
す　

き
ゅ
う　

 

え　

 

も
ん  

や
す  

み
ち

さ
お

ほ    

げ
い

き　

わ
た　

ま
ち

り　

 

よ
う

き
ょ
う
し
ゅ
つ

え
び
す 

そ
ん

国旗掲揚台の台石になった礎石国旗掲揚台の台石になった礎石

蛭児尊の台石となった礎石蛭児尊の台石となった礎石



大曲り遺跡大曲り遺跡

高雄高雄

高雄南高雄南

野黒坂遺跡野黒坂遺跡

ゆめタウン筑紫野ゆめタウン筑紫野
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江牟田遺跡江牟田遺跡
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昨
年
の
４
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、

梅
ヶ
丘
一
丁
目
地
内
に
お
い
て
宅
地
開
発

に
伴
う
「
江
牟
田
遺
跡
第
１
次
調
査
」
を

行
い
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
遺
跡
か
ら
見

つ
か
っ
た
古
墳
時
代
の
集
落
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

　

江
牟
田
遺
跡
は
丘
陵
の
斜
面
に
築
か
れ

た
古
墳
時
代
後
期
（
６
世
紀
後
半
か
ら
７

世
紀
代
）
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
竪
穴
住

居
が
14
棟
、
掘
立
柱
建
物
が
４
棟
以
上
見

つ
か
り
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
は
方
形
で
規
模

は
大
き
い
も
の
で
縦
約
４
ｍ
、
幅
６
ｍ
、
小

さ
い
も
の
で
縦
・
横
約
３
m
の
も
の
が
み

ら
れ
ま
す
。
住
居
の
中
は
屋
根
を
支
え
た

４
本
の
柱
穴
の
ほ
か
に
、
調
理
を
行
っ
た

カ
マ
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
カ
マ
ド
に
は
甕

を
据
え
る
た
め
に
使
っ
た
支
脚
や
、
煙
を

外
に
排
出
す
る
た
め
の
煙
道
が
つ
い
た
住

居
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
中
か
ら
は
調

理
に
使
っ
た
甑
や
甕
の
ほ
か
、
糸
を
紡
ぐ

道
具
で
あ
る
紡
錘
車
も
出
土
し
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
斜
面
に
作
ら
れ
た
住
居
は

生
活
し
や
す
い
よ
う
に
、
地
面
を
平
ら
に

削
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
い

く
つ
か
の
住
居
は
重
な
り
合
っ
て
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
場
所
に

繰
り
返
し
家
を
建
て
て
生
活
を
し
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

掘
立
柱
建
物
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
上
屋
は
消
滅
し
て
い
る
た
め
ど
の

よ
う
な
構
造
の
建
物
で
あ
っ
た
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
地
面
に
残
る
柱

穴
か
ら
規
模
は
縦
・
横
と
も
約
２
ｍ

を
測
る
も
の
や
、
縦
約
１
ｍ
以
上
、

横
約
３
ｍ
の
建
物
が
建
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
見
つ

か
っ
た
掘
立
柱
建
物
は
い
ず
れ
も
竪

穴
住
居
の
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
建

て
ら
れ
た
時
期
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
出
土
し
た
土
器
か
ら
竪
穴
住
居

は
６
世
紀
後
半
を
中
心
に
、
掘
立
柱
建
物

は
７
世
紀
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、

集
落
内
で
建
物
の
種
類
に
変
遷
が
み
ら
れ

ま
す
。

　

そ
の
他
、
遺
跡
内

か
ら
は
古
墳
時
代
の

ほ
か
、
縄
文
時
代
に

狩
り
に
使
っ
た
と
考

え
る
落
と
し
穴
や
、

弥
生
時
代
の
土
器
や

石
器
片
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
竪
穴
住

居
の
よ
う
な
生
活
の

痕
跡
は
確
認
し
て
い

太
宰
府
の
文
化
財
358

ま
せ
ん
が
、
古
墳
時
代
よ
り
以
前
は
狩
猟

場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

周
辺
の
遺
跡
を
み
て
み
る
と
、
同
時
代

ま
た
は
少
し
古
い
時
代
の
集
落
遺
跡
と
し

て
筑
紫
野
市
の
大
曲
り
遺
跡
や
野
黒
坂
遺

跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
今
回
見
つ

か
っ
た
遺
跡
が
筑
紫
野
市
側
へ
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
一

帯
は
古
墳
時
代
の
集
落
が
広
が
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
調
査
で
こ
の
地
域
の
歴
史
の
一

端
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
さ
ら
に

こ
の
地
域
一
帯
を
解
明
す
る
た
め
に
も
今

後
の
調
査
に
期
待
さ
れ
ま
す
。

文
化
財
課　

中
村 

茂
央

古
墳
時
代
の
集
落
遺
跡
、
江
牟
田
遺
跡
第
１
次
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　

梅
ヶ
丘
一
丁
目

遺跡全景（西から）遺跡全景（西から）

古墳時代の竪穴住居跡（６世紀後半）古墳時代の竪穴住居跡（６世紀後半）

古墳時代の掘立柱建物跡（７世紀代）古墳時代の掘立柱建物跡（７世紀代）
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弥
生
時
代
は
安
定
し
た
農
耕
を
中
心
と

し
た
社
会
構
造
が
出
来
上
が
っ
た
時
代
と

さ
れ
、
稲
作
中
心
の
日
本
社
会
の
原
点
の

時
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
の
研

究
は
明
治
17
（
１
８
８
４
）
年
に
現
東
京

都
文
京
区
弥
生
町
の
貝
塚
で
理
学
博
士
の

坪
井
正
五
郎
ら
に
よ
り
、
縄
文
土
器
と
は

異
な
る
赤
色
の
壺
が
発
見
さ
れ
て
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
弥

生
土
器
は
石
器
を
使
っ
た
「
先
史
時
代
」

の
も
の
と
さ
れ
、
金
属
器
を
使
用
し
た

「
原
史
時
代
」
の
前
の
時
代
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
異
論
を
唱
え

る
学
者
が
現
れ
ま
す
。
東
京
帝
国
大
学
医

学
部
か
ら
明
治
39
（
１
９
０
６
）
年
に
福

岡
医
科
大
学
（
現
在
の
九
州
大
学
医
学

部
）
に
赴
任
し
た
中
山
平
次
郎
博
士
は
、

少
年
時
代
に
読
ん
だ
弥
生
町
の
貝
塚
調
査

報
告
を
き
っ
か
け
に
考
古
学
に
興
味
を

持
っ
た
と
さ
れ
、
大
正
６
（
１
９
１
７
）

年
に
『
九
州
北
部
に
於
け
る
先
史
原
史
両

時
代
中
間
期
間
の
遺
物
に
就
て
』
と
い
う

論
文
を
発
表
し
ま
し
た
。
博
士
は
こ
の
福

岡
の
地
で
は
弥
生
土
器
か
ら
青
銅
器
が
出

土
す
る
事
実
を
知
り
、
先
史
と
原
史
の
間

に
石
器
と
金
属
器
が
併
用
さ
れ
た
「
中
間

期
間
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
学
会
に
提
唱

し
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
使
用
さ
れ
て
い

る
「
弥
生
時
代
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

中
山
博
士
は
自
説
を
補
強
す
る
た
め
に

精
力
的
に
福
岡
周
辺
で
調
査
を
進
め
ま

す
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
場
所
の
一
つ
が
太

宰
府
の
付
近
の
高
雄
か
ら
二
日
市
周
辺
に

か
け
て
の
丘
陵
地
帯
で
し
た
。
そ
の
成
果

は
『
太
宰
府
附
近
に
於
け
る
弥
生
式
系
統

遺
跡
調
査
』
と
し
て
昭
和
５
（
１
９
３
０
）

年
に
発
表
さ
れ
ま
す
。
博
士
は
こ
の
論
文

の
冒
頭
で
「
銅
鉾
銅
剣
が
弥
生
式
と
時
代

的
関
係
を
有
せ
る
以
上
、
弥
生
式
系
統
遺

跡
の
調
査
に
際
し
て
は
先
づ
以
て
調
査
区

域
内
に
於
け
る
銅
剣
発
掘
例
の
有
無
を
取

調
べ
置
く
必
要
あ
り
、
太
宰
府
附
近
出
土

の
も
の
は
其
の
個
数
に
於
い
て
も
意
外
に

多
く
、
記
録
上
か
ら
い
ふ
と
此
の
地
域
が

此
種
遺
物
の
最
も
古
き
発
見
地
を
為
し
て

居
る
。」
と
し
、
二
日
市
峰
畑
遺
跡
の
甕

棺
か
ら
出
土
し
た
銅
剣
や
高
尾
山
周
辺
で

太
宰
府
の
文
化
財
359

出
土
し
た
銅
戈
（
ク
リ
ス
形
銅
剣
）
の
多

量
出
土
の
事
例
な
ど
を
検
証
し
、
報
告
し

て
い
ま
す
。
博
士
の
こ
れ
ら
一
連
の
研
究

が
元
と
な
り
、
弥
生
時
代
が
青
銅
器
や
一

部
に
鉄
器
を
用
い
た
豊
か
な
文
化
を
形
成

し
、
邪
馬
台
国
を
は
じ
め
と
し
た
東
ア
ジ

ア
世
界
に
位
置
付
け
ら
れ
る
世
界
観
や
歴

史
観
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

中
山
博
士
は
先
の
論
文
を
発
表
し
た
昭
和

５
（
１
９
３
０
）
年
に
は
九
州
考
古
学
会
を

設
立
し
て
お
り
、
九
州
考
古
学
の
父
と
し
て

そ
の
功
績
は
大
き
く
、
研
究
は
弥
生
時
代
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
大
宰
府
出
土
の
古
瓦
や

古
代
外
交
施
設
で
あ
っ
た
鴻
臚
館
跡
、
古
代

官
道
な
ど
現
在
の
大
宰
府
研
究
の
基
礎
と
な

る
分
野
な
ど
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

　

教
科
書
に
載
る
「
弥
生
時
代
」
の
存
在

が
証
明
さ
れ
る
過
程
で
、
高
雄
地
区
を
含

む
太
宰
府
近
郊
の
遺
跡
が
研
究
の
対
象
に

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
案
外
知
ら
れ
て
い

な
い
事
実
で
す
。

　

平
成
27
年
２
月
21
日
に
九
州
国
立
博
物

館
で
お
こ
な
わ
れ
た
第
５
回
太
宰
府
市
景

観
・
市
民
遺
産
会
議
に
お
い
て
、
高
雄
地

区
の
皆
さ
ん
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
「
高

尾
山
の
自
然
と
歴
史
を
語
り
継
ご
う
会
」

に
よ
っ
て
「
高
雄
の
自
然
と
歴
史
」
が
市

民
遺
産
第
11
号
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
地
域
の
遺
跡
研
究
が
日
本
の
歴
史
の
１

ペ
ー
ジ
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
も
語
り
継

が
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

文
化
財
課　

山
村
信
榮

弥
生
時
代
研
究
の
黎
明
と
太
宰
府
の
遺
跡

れ
い
　 

め
い

中山平次郎博士の肖像
（写真提供 福岡市博物館）
中山平次郎博士の肖像

（写真提供 福岡市博物館）

かつての高雄地区の遠景（平成元年）かつての高雄地区の遠景（平成元年）

高雄地区（吉ヶ浦遺跡）の弥生時代のカメ棺墓（昭和57年）高雄地区（吉ヶ浦遺跡）の弥生時代のカメ棺墓（昭和57年）
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特
別
史
跡
・
大
野
城
跡
は
今
年
、
築
造

１
３
５
０
年
を
迎
え
ま
し
た
。
大
野
城
は
、

市
の
北
に
そ
び
え
る
四
王
寺
山
の
山
上
に

設
け
ら
れ
た
国
内
最
大
級
の
古
代
山
城
で

す
。『
日
本
書
紀
』天
智
天
皇
４（
６
６
５
）

年
８
月
の
記
事
に
は
、
百く

だ

済ら

の
貴
族
・

憶お
く
ら
い
ふ
く

礼
福
留る

と
四し

ひ比
福ふ

く

夫ふ

を
朝
廷
が
筑
紫
へ

派
遣
し
て
大
野
城
と
基き

い肄
城
（
佐
賀
県
基

山
町
）
を
築
か
せ
た
と
あ
り
、
日
本
（
当

時
は
倭わ

国
）
と
亡
命
し
て
き
た
旧
百
済
国

の
人
々
と
で
築
い
た
城
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
奈
良
・
平
安
時
代
と

２
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
大
宰
府
の
北

の
守
り
と
な
り
ま
し
た
。
山
の
い
た
だ
き

を
め
ぐ
る
よ
う
全
長
約
８
㎞
、
高
さ
６
～

８
ｍ
も
の
土
塁
や
石
塁
が
築
か
れ
、
中
に

入
る
た
め
の
門
が
こ
れ
ま
で
９
カ
所
み
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
城
内
の
丘
の
上
は
造
成

さ
れ
、
倉
庫
跡
と
み
ら
れ
る
礎そ

石せ
き
ぐ
ん群
が
点

在
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
川
も
な
い
山
の
上
に
水

を
貯
め
た
池
や
井
戸
が
あ
り
ま
す
。
大
野

城
の
南
西
側
、
水
城
・
国
分
方
面
か
ら
の

出
入
口
と
な
っ
た
水み

ず

城き

口ぐ
ち

城
門
の
そ
ば
に

は
、「
け
い
さ
し
の
井
」
と
よ
ば
れ
る
石
組

み
の
井
戸
が
あ
り
、
平
安
時
代
の
土
器
な

ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
大
野
城
の

南
側
、
観
世
音
寺
や
太
宰
府
駅
方
面
か
ら

の
出
入
口
と
な
っ
た
観か

ん

世ぜ

音お
ん

寺じ

口ぐ
ち

城
門
や

太だ

宰ざ
い

府ふ

口ぐ
ち

城
門
の
そ
ば
に
は
、
増ぞ

う
ち
ょ
う
て
ん

長
天
礎そ

石せ
き

群ぐ
ん

の
脇
に「
鏡か

が
み
い
け池
」が
あ
り
、
い
つ
も
水

を
た
た
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
目
は
そ
の
形
と
大
き
さ
で
す
。
鏡
池
は

直
径
約
15
ｍ
、
深
さ
２
ｍ
ほ
ど
の
窪く

ぼ

地ち

を

利
用
し
て
い
ま
す
。
け
い
さ
し
の
井
も
、

じ
つ
は
同
様
の
大
き
な
窪
地
の
中
に
井
戸

を
設
け
た
も
の
で
、
も
と
も
と
鏡
池
の
よ

う
な
池
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
二
つ

目
は
山
の
頂
や
稜
線
沿
い
の
平
野
を
見
下

ろ
す
場
所
の
近
く
に
あ
る
こ
と
で
す
。
こ

の
よ
う
な
窪
地
は
大
野
城
東
方
の
土
塁
沿

い
に
も
あ
り
、拠
点
と
な
る
場
所
に
備
わ
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
れ

ら
は
天
水
を
利
用
し
た
池
と
み
ら
れ
ま
す

が
、
鏡
池
が
不
思
議
と
枯
れ
な
い
こ
と
を

み
る
と
、
何
か
工
夫
も
あ
り
そ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
池
跡
は
基
肄
城
に
も
あ
り
ま

す
。
東ひ

が
し
み
ね峰

の
頂
上
に
は「
つ
つ
み
池
」と
呼

ば
れ
る
直
径
18
ｍ
、
深
さ
1.5
ｍ
の
す
り
鉢

状
の
窪
地
が
あ
り
、
地
表
下
１
ｍ
に
水
を

貯
め
る
た
め
の
粘
土
層
が
見
つ
か
り
、
池

跡
と
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
西
側
の
基き

山ざ
ん

山

頂
近
く
に
も
直
径
17
ｍ
、
深
さ
１
ｍ
の
窪

地
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
韓
国
・
百
済
の
山
城
に
も
山

頂
に
池
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
百
済

最
後
の
都
・
扶ふ

よ余
の
北
東
約
30
㎞
に
は
、

扶
余
以
前
の
都
・
熊ゆ

う
し
ん津

が
あ
り
ま
す
（
忠

清
南
道
公
州
市
）。
そ
の
中
心
は
百
済
王

が
住
ま
う
公こ

う
ざ
ん
じ
ょ
う

山
城
と
い
う
山
城
で
、
こ
の

山
頂
の
王
宮
に
は「
蓮は

す
い
け池

」と
呼
ば
れ
る
貯

水
池
が
備
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

百
済
系
の
山
城
に
備
え
ら
れ
た
山
上
の
池

の
代
表
的
な
事
例
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
類
例
を
ひ
も
と
く
こ
と
で
、

こ
れ
ら
の
池
も
１
３
５
０
年
前
の
も
の
で
、

日
本
と
百
済
を
つ
な
ぐ
遺
構
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
そ
う
で
す
。

文
化
財
課　

井
上
信
正

　太
宰
府
の
文
化
財
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けいさしの井

公山城王宮址の蓮池
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