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太
宰
府
で
は
、
平
安
時
代
の
終
わ
り

か
ら
室
町
時
代
の
初
め
（
い
ま
か
ら
お
お

よ
そ
９
０
０
年
前
か
ら
７
０
０
年
前
）
の

人
々
の
生
活
の
痕
跡
が
見
つ
か
る
と
、
必

ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
出
土
す
る
土
器
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の「
東
播
系
須
恵
器
」

の
鉢
で
す
。
古
墳
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け

て
焼
か
れ
た
須
恵
器
に
似
た
灰
色
の
焼
き

上
が
り
の
も
の
で
、
平
安
時
代
以
降
の
東

播
磨
地
域
で
焼
か
れ
た
も
の
を
「
東
播
系

須
恵
器
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
器
の
種
類

と
し
て
は
甕か

め

、
椀わ

ん

な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、

太
宰
府
で
は
鉢
が
多
く
出
土
し
ま
す
。
鉢

と
は
、
底
部
か
ら
口
の
縁
に
か
け
て
大
き

く
広
が
る
形
の
器
の
こ
と
を
指
し
、
皆
さ

ん
が
現
在
も
使
っ
て
い
る
道
具
で
例
え
る

と
、
す
り
目
が
な
い
す
り
鉢
が
イ
メ
ー
ジ

に
近
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
は
調
理
具
と

し
て
物
を
す
り
つ
ぶ
し
た
り
、
こ
ね
た
り

す
る
こ
と
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
出
土
資

料
の
内
側
の
底
面
を
み
る
と
、
摩
耗
し
て

薄
く
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
か
な
り

使
い
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま

す
。
ま
た
、
外
側
の
底
の
部
分
を
観
察
す

る
と
火
を
受
け
た
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、

煮
炊
き
す
る
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
鉢
は
太
宰
府
か
ら
遠
く
離
れ
た
播

磨
国
（
現
在
の
兵
庫
県
）の
東
部
に
あ
る
神か

ん

出で

、
三み

木き

、
魚う

お

住ず
み

な
ど
の
窯
跡
群
で
作
ら

れ
て
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
北
部
九
州
ま

で
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
全
国
の
遺
跡
で

の
出
土
状
況
を
見
て
み
る
と
、
瀬
戸
内
を

中
心
と
し
た
西
日
本
地
域
に
多
く
、
京
都

で
も
多
く
出
て
お
り
、
東
は
関
東
ま
で
出

土
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
当
時
の

生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
鉢
が
あ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
食
材

を
す
っ
た
り
こ
ね
た
り
で
き
る
の
で
、
粉

も
の
（
う
ど
ん
、
そ
ば
、
ま
ん
じ
ゅ
う
な

ど
）
の
食
文
化
が
、
前
の
時
代
に
比
べ
て

大
き
く
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

数
百
年
続
い
た
東
播
系
須
恵
器
鉢
の
役
割

は
、
丈
夫
で
硬
い
備
前
焼
な
ど
の
陶
器
の

す
り
鉢
が
普
及
す
る
に
従
っ
て
終
焉
を
迎

え
ま
す
が
、
中
世
の
食
文
化
に
と
っ
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
道
具
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

東播系須恵器鉢（奥園遺跡第 3次調査出土）
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「
こ
こ
は
筑
前
苅
萱
関
所
　
歌
で
か
な
し

い
物
語
り
」

　
野
口
雨
情
※
１

が
昭
和
初
期
に
作
詞
し
た

ご
当
地
ソ
ン
グ
、「
筑
紫
小
唄
」
の
一
節
で

す
。
こ
の
よ
う
に
絵
葉
書
や
観
光
案
内
図

な
ど
で「
苅
萱
の
関
跡
」※
２

が
名
所
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
た
の
に
は
、
雨
情
の
歌
詞

に
あ
る
よ
う
に
、関
所
に
ま
つ
わ
る
物
語（
伝

説
）
に
由
来
し
ま
す
。
一
般
に
、「
苅
萱
物

語
」や「
苅
萱
道
心
と
石
堂（
童
）丸
※
３

」と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
す
。（
原

典
や
地
域
、
寺
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
内

容
は
異
な
り
ま
す
。）

　
苅
萱
の
関
の
関
守
で
あ
っ
た
加
藤
左さ

衛え

門も
ん

尉じ
ょ
う

繁し
げ

氏う
じ

は
、
ふ
と
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

世
の
無
常
を
感
じ
、
身
ご
も
っ
た
妻
と
娘
を

残
し
て
出
家
し
て
し
ま
い
ま
す
。
繁
氏
の
出

家
後
に
生
ま
れ
た
男
子
は
、
繁
氏
の
幼
名
に

ち
な
み「
石い

し

堂ど
う

丸ま
る

」と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
や
が
て
石
堂
丸
は
父
恋
し
さ
に
母
と
共
に

旅
に
出
ま
す
。
繁
氏
が
高
野
山
で
修
行
し
て

い
る
と
聞
い
た
母
子
は
、
高
野
山
を
目
指
し

麓
の
学か

む

ろ
文
路
の
宿
に
着
き
ま
す
が
、
そ
こ
で

宿
屋
の
主
人
か
ら
高
野
山
が「
女
人
禁
制
」で

あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
幼
い
石
堂
丸
が
一

人
で
山
に
上
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
石
堂
丸
は
幾
日
も
山
中
を
父
を
尋
ね
歩
い

た
末
に
、
偶
然
出
会
っ
た
僧
・
苅
萱
道
心
か

ら
父
が
す
で
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
ら

れ
ま
す
。
実
は
こ
の
道
心
こ
そ
石
堂
丸
の
父
・

繁
氏
本
人
で
し
た
が
、
修
行
中
の
身
で
あ
る

が
故
に
父
と
名
乗
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
し
た
。

　
肩
を
落
と
し
て
石
堂
丸
が
山
を
下
り
る
と
、

麓
の
宿
で
待
っ
て
い
た
は
ず
の
母
は
長
旅
の

疲
れ
が
も
と
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
筑
紫
に
戻
る
と
、
石
堂
丸
の
姉
も
ま

た
病
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
身
寄
り
の

な
く
な
っ
た
石
堂
丸
は
、
再
び
高
野
山
の
道

心
を
訪
ね
、
出
家
し
て
道
心
の
も
と
で
修
行

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
実
の
父
子
で
あ
る

二
人
で
し
た
が
、
道
心
は
生
涯
そ
の
こ
と
を

明
か
す
こ
と
な
く
、
最
期
は
信
州
で
一
生
を

終
え
ま
し
た
。

　
こ
の
物
語
は
、
中
世
に
高こ

う

野や

聖ひ
じ
り

の
間
で

生
ま
れ
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
謡よ

う
き
ょ
く曲
や
説
経
で
伝

え
ら
れ
、
そ
し
て
浄じ

ょ
う
る
り

瑠
璃
や
歌か

ぶ

き

舞
伎
の
演

目
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
全
国
的
に

知
ら
れ
、
江
戸
時
代
以
降
、
物
語
ゆ
か
り

の
場
所
・
苅
萱
の
関
跡
は
太
宰
府
の
名
所

の
一
つ
と
し
て
絵

図
な
ど
で
紹
介
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
水
城

小
学
校
で
使
わ
れ

た
副
読
本
『
郷
土

讀ど
く
ほ
ん本

』
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
子
ど
も

た
ち
に
教
え
ら
れ

て
い
た
ほ
か
、
昭

昭
和
初
期
の
観
光
絵
ハ
ガ
キ
―
写
真
の
高
ま
り

状
の
塚
は
、
地
元
で
は
石
堂
丸
の
姉
・
千
代
鶴

の
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

『
太
宰
府
廿
四
詠
』
※
４
に
描
か
れ
た
苅
萱

の
関
跡

『
郷
土
読
本
』
昭
和
18
年
刊
行
（
太
宰

府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館
蔵
）

和
30
年
頃
ま
で
は
、
水
城
小
の
学
芸
会
で

定
番
の
劇
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
は
、

ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
な
が
ら
地
元
で
物
語

が
消
え
つ
つ
あ
る
事
を
危
惧
し
、坂
本
区
・

通
古
賀
区
の
住
民
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た

「
か
る
か
や
物
語
を
伝
え
る
会
」
に
よ
っ
て

市
民
遺
産
と
し
て
守
り
伝
え
る
活
動
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

※
１　

野の

口ぐ
ち

雨う

情じ
ょ
う

…
１
８
８
２
年
～
１
９
４
５
年
。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
詩
人
、
童
謡
・

民
謡
作
詞
家
で
、「
七
つ
の
子
」「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」
な

ど
の
作
詞
で
有
名
。「
筑
紫
小
唄
」
は
昭
和
初
期
に

雨
情
が
二
日
市
を
訪
れ
て
作
詞
し
た
も
の
。

※
２　

苅
萱
の
関
…
坂
本
の
関
屋
交
差
点
付
近
に

中
世
頃
ま
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
関
所
。
詳
し
く
は「
広

報
だ
ざ
い
ふ
」平
成
26
年
12
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
３　

石
堂
丸
の
表
記
に
は
、「
石
堂
丸
」「
石
童
丸
」

の
両
方
が
あ
り
、寺
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

福
岡
一
帯
で
は
、
繁
氏
の
誕
生
に
深
く
関
わ
る
石

堂
地
蔵
に
重
き
を
置
き
、「
石
堂
丸
」
と
す
る
事
が

多
い
よ
う
で
す
。

※
４　
『
太
宰
府
廿に

じ
ゅ
う
し
え
い

四
詠
』
…
明
治
17
年
刊
行
。
太

宰
府
の
古
物
12
種
と
12
の
名
勝
地
を
紹
介
し
た
も

の
。
吉よ

し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙
の
画
に
、
息
子
の
拝
山
が
漢
詩
を

賛
し
て
い
ま
す
。

文
化
財
課
　
遠
藤
　
茜

お
知
ら
せ　

７
月
18
日
～
９
月
29
日
の
間
、

太
宰
府
市
民
遺
産
を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
展
を

市
内
各
所
で
巡
回
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
今

月
の
広
報
13
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
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通
古
賀
五
丁
目
の
住
宅
街
の
中
に
木
々

に
囲
ま
れ
た
静
か
な
空
間
が
あ
る
の
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
古
く
か
ら

祀
ら
れ
て
き
た
王
城
神
社
が
鎮
座
し
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
「
王
城
神
社
」
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

王
城
神
社
の
所ゆ

え
ん以

は
寛
政
二
（
１
７
９

０
）
年
に
船
賀
法
印
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

「
王
城
神
社
縁
起
」
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
縁
起
に
は
、
創
始
は
神じ

ん

武む

天て
ん

皇の
う

が

日
向
よ
り
東
征
の
際
、
大
城
山
（
四
王
寺

山
）
に
城
を
構
え
、
城
内
に
事こ

と

代し
ろ

主ぬ
し
の

命み
こ
と

と

武た
け

甕み
か

槌づ
ち
の

命み
こ
と

を
祀
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
事
代
主
命
は
「
物
事

を
知
る
神
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
か
ら
託

宣
の
神
で
あ
り
、
国
譲
り
神
話
に
お
い
て

釣
を
し
て
い
る
こ
と
か

ら
七
福
神
の
一
人
「
恵

比
寿
」
と
同
一
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
武
甕
槌
命

は
雷
神
で
国
譲
り
神
話

の
中
で
力
比
べ
を
す
る

こ
と
か
ら
相
撲
の
元
祖

と
も
い
わ
れ
る
神
で

す
。
同
縁
起
に
は
そ
の

後
、
天て

ん

智ぢ

天て
ん

皇の
う

に
よ
り

大
宰
府
防
衛
の
た
め
大

城
山
に
大
野
城
が
築
か

れ
る
際
、
祀
ら
れ
て
い

た
事
代
主
命
と
武
甕
槌

命
は
通
古
賀
と
現
在
の

春
日
市
に
移
さ
れ
、
事

代
主
命
は
、
王
の
城
が

築
か
れ
て
い
た
山
か
ら
移
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
「
王
城
大
明
神
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

神
武
天
皇
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
田た

中な
か

熊く
ま

別わ
け

の
子
孫
に
よ
り
祀
ら
れ
、
田
中
氏
衰
退
の

後
は
地
元
の
人
々
に
よ
り
祀
ら
れ
て
き
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
「
福
岡
縣

地
理
全
誌
」
に
も
「
王
城
神
社
縁
起
」
と

同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
岩
屋
城

の
城
主
と
し
て
知
ら
れ
る
高
橋
紹じ

ょ
う

運う
ん

や

小こ

早ば
や

川か
わ

隆た
か

景か
げ

と
い
っ
た
太
宰
府
に
ゆ
か
り

の
あ
る
武
将
た
ち
に
よ
っ
て
造
立
、
再
建

さ
れ
祀
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　

現
在
、
王
城
神
社
境
内
に
は
本
殿
以
外

に
も
「
王
城
神
社
縁
起
」
に
田
中
熊
別
の

子
孫
で
あ
り
、
中
央
と
地
方
結
ぶ
官
道
に

設
置
さ
れ
た
駅
に
関
わ
っ
た
と
記
載
さ
れ

て
い
る
人
物
を
祀
る
早
馬
大
明
神
と
大
神

宮
、
田
神
社
、
白
峰
神

社
を
末
社
と
し
て
合
祀

し
て
い
る
ほ
か
、
板
碑

や
田
中
橋
碑
な
ど
多
く

の
碑
が
建
て
ら
れ
、
地

域
の
方
に
よ
り
守
り
継

が
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
王
城
神
社

縁
起
」
や
「
福
岡
縣
地

理
全
誌
」
に
王
城
神
社
に
関
係
の
深
い
人

物
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
田
中
氏
は
田

中
長
者
と
し
て
知
ら
れ
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

番
組
で
も
紹
介
さ
れ
た
「
田
中
長
者
と
虎

丸
長
者
」
の
昔
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い

る
ほ
か
、
田
中
熊
別
の
墓
と
い
わ
れ
る
板

碑
が
「
田
中
の
森
」
と
呼
ば
れ
、
鷺
田
川

に
架
か
る
田
中
橋
の
北
西
の
一
角
に
現
在

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
王
城
神
社
が

鎮
座
す
る
「
通
古
賀
」
の
地
名
の
由
来
を

紹
介
し
ま
す
。「
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
」

に
は
、「
通
」
は
「
大
道
」、「
古
賀
」
は
「
国

衙
」
を
意
味
し
、
大
き
な
道
が
通
る
交
通

の
要
衝
で
あ
り
、
古
代
日
本
の
律
令
制
に

お
い
て
役
所
が
お
か
れ
た
場
所
で
あ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
古
賀
に
国

衙
が
置
か
れ
て
い
た
の
か
は
、
今
後
の
発

掘
調
査
に
ゆ
だ
ね
る
事
と
し
ま
す
。

文
化
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沖
田　

正
大

王城神社

田中橋碑
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今
年
の
初
め
、
国
分
松
本
遺
跡
第
14
次

調
査
か
ら
「
花
寺
」と
墨ぼ
く

書し
ょ

さ
れ
た
土
器
が

出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
墨ぼ
く
し
ょ書
土ど

き器
と
い
っ

て
、
墨
で
文
字
や
記
号
・
絵
な
ど
が
書
か

ま
せ
ん
。
調
査
地
の
周
辺
に
は
、
東
側
に

国
史
跡
・
筑
前
国
分
寺
跡
、
西
側
に
は
筑

前
国
分
尼
寺
の
推
定
場
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
調
査
地
か
ら
出
土
し
た
土
器
が

国
分
寺
・
尼
寺
の
時
代
と
重
な
っ
て
く
る

こ
と
か
ら
も
両
寺
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
は
、
天
平
13

（
７
４
１
）
年
に
仏
教
の
力
に
よ
っ
て
国
を

安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
聖
武
天
皇

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
国こ
く
ぶ
ん
じ
こ
ん
り
ゅ
う

分
寺
建
立
の
詔
み
こ
と
の
りの

も
と
に
全
国
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
国
分
寺

は
正
式
名
称
を
「
金こ
ん

光こ
う
み
ょ
う明
四し
て
ん
の
う

天
王
護ご

国こ
く

之の

寺て
ら

」と
言
い
、
国
分
尼
寺
は「
法ほ
っ
け華
滅め
つ

罪ざ
い

之の

寺て
ら

」と
言
い
ま
す
。

　

全
国
で
「
花
寺
」
の
墨
書
土
器
の
出
土

例
を
さ
が
し
て
み
る
と
、
奈
良
県
法ほ
っ
け華
寺じ

（
総
国
分
尼
寺
）、
千
葉
県
上か
ず
さ総

国
分
尼
寺

跡
、
山
梨
県
甲か

斐い

国
分
尼
寺
跡
な
ど
で
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
国
分
尼
寺

で
、こ
れ
ら
の
遺
跡
で
は「
花
寺
」の
ほ
か
に
、

「
法
花
寺
」
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
漢
字
は
「
法
華
滅
罪
之
寺
」

と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
国
分
尼
寺
の
正

式
名
称
を
略
称
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
こ
の
う
ち
「
法
花
」
は
「
法
華
」
と

同
じ
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
よ
っ

て
、
国
分
松
本
遺
跡
第
14
次
調
査
で
見
つ

か
っ
た
「
花
寺
」
が
意
味
す
る
も
の
は
筑
前

国
分
尼
寺
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
で
は
筑
前
国
分
尼
寺
の
姿
を
見
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
回
見
つ
か
っ

た「
花
寺
」の
墨
書
土
器
は
、
筑
前
国
分
尼

寺
が
こ
の
国
分
の
地
に
確
実
に
あ
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
く
れ
る
大
事
な
資
料
の
一
つ

な
の
で
す
。

文
化
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中
村 

茂
央

「
花
寺
」
国
分
尼
寺
を
意
味
す
る
墨
書
土
器

国
分
松
本
遺
跡
第
14
次
調
査

　国
分
二
丁
目

　奈
良
時
代

▶

　墨
書
土
器
「
花
寺
」

れ
た
土
器
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
文

字
を
解
読
す
る
こ
と
で
、
昔
の
地
名
や
名

前
な
ど
が
わ
か
っ
た
り
、
当
時
の
よ
う
す

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
り
し
ま
す
。

　

今
回
見
つ
か
っ
た
墨

書
土
器
は
、
奈
良
時
代

の
井
戸
の
中
か
ら
見
つ

か
り
ま
し
た
。
直
径

14
・
１
㎝
、
高
さ
２
・

０
㎝
の
土は

師じ

器き

の
皿

で
、
墨
書
は
こ
の
土
器

の
裏
底
の
中
央
に
見
え

ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の「
花
寺
」

と
書
か
れ
た
墨
書
土
器

で
す
が
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
ず
、「
寺
」

と
い
う
字
が
入
っ
て
い

る
た
め
寺
院
に
関
係
す

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

天満神社

筑前国分寺跡

解説板

筑前国分密寺

筑前国分尼寺跡

国分寺

国分寺前

国道３号線

県道112号線

衣掛天満宮

国分松本遺跡第14次調査地点

伝尼寺出土礎石と
解説板

国分松本遺跡出土木簡解説板

国分共同利用施設
国分公民館

正尻公園

千足町公園
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皆
さ
ん
は
来
客
の
際
、
ど
の
よ
う
な
も

て
な
し
を
さ
れ
ま
す
か
？　

お
茶
を
出
し

た
り
、
は
た
ま
た
お
酒
を
出
し
た
り
す
る

人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

日
本
で
は
、
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』に

も
登
場
す
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
酒
の
も

て
な
し
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
お
茶

盛
ん
と
な
り
、
世
界
中
に
広
が
り
ま
し
た
。

日
本
に
も
９
世
紀
初
め
（
平
安
時
代
）ま
で

に
伝
わ
り
、
僧
や
貴
族
に
広
が
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
衰
退
し
ま
す
が
、

中
世
に
再
び
盛
ん
と
な
り
ま
し
た
。

　

陸
羽
が
記
し
た
『
茶
経
』
に
は
、
茶
道

具
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
な
か
で
最
上
と
さ
れ
た
茶
碗（
盌わ
ん

）
が
、

「
越え
っ
し
ゅ
う州
」（
越え
っ
し
ゅ
う州
窯よ
う

青せ
い

磁じ

）
で
し
た
。「
秘ひ

色そ
く

」

と
も
呼
ば
れ
珍
重
さ
れ
た
青
磁
で
、
陸
羽

は
、
そ
の
緑
灰
色
と
い
う
色
が
「
玉
ぎ
ょ
く
」
に
似

て
い
る
こ
と
、
茶
の
色
が
緑
に
見
え
る
こ

と
な
ど
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
越
州
窯
青
磁
の
茶
椀
・
茶ち
ゃ

托た
く

が
、

古
代
の
迎
賓
施
設
と
推
定
さ
れ
る
客き
ゃ
く
か
ん館
跡

か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
茶
椀
の
ほ
か
、
事
例
の
少
な
い

茶
托
が
２
種
類
３
点
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 　

も
う
一
つ
、
茶
道
具
の
可
能
性
が
あ
る

の
が
火か

舎し
ゃ

で
す
。
火
舎
と
は
、
大
き
な

皿
に
獣
の
足
を
模
し
た
脚
が
つ
く
容
器

で
、
香
炉
や
、
暖
を
と
る
手
あ
ぶ
り
な
ど

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
『
茶
経
』の

い
う
「
風ふ

炉ろ

」
と
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
日
本
で
つ
く
ら
れ
た
奈な

良ら

三さ
ん

彩さ
い

は
、

茶
道
具
の
種
類
が
そ
ろ
っ
て
い
る
た
め
８

世
紀
に
は
喫
茶
が
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
が

あ
り
ま
す
が
、
客
館
跡
と
そ
の
周
辺
か
ら

奈
良
三
彩
の
火
舎
や
須す

恵え

器き

の
火
舎
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
越
州
窯
青
磁
も
８
世

紀
末
に
は
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
早

く
か
ら
茶
が
た
し
な
ま
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

苦
く
も
香
り
高
い
お
茶
と
、
美
し
い
茶

道
具
は
、
華
や
か
な
る
１
２
０
０
年
前
の

国
際
交
流
の
場
で
も
一
役
買
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
現
在
、
太
宰
府
市
文
化
ふ

れ
あ
い
館
の
「
ま
る
ご
と
太
宰
府
歴
史
展

２
０
１
５
」
で
展
示
し
て
い
ま
す（
11
月
３

日
〈
火
・
祝
〉
ま
で
）。
推
定
客
館
跡
に
つ

い
て
は
、
九
州
国
立
博
物
館
開
館
10
周
年

記
念
「
新し
ら
ぎ羅

王
子
が
み
た
大
宰
府
」
展
も
あ

わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
（
11
月
29
日
〈
日
〉

ま
で
）。

文
化
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井
上
信
正

客
館
の
喫
茶

推
定
客
館
跡（
特
別
史
跡
大
宰
府
跡
・
朱
雀
三
丁
目
）

　

８
世
紀
末
～
９
世
紀
前
半

に
つ
い
て
は
、
８
～
９
世
紀
ご
ろ
中
国
・

唐
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。

　

中
国
で
は
古
く
か
ら
茶
は
飲
ま
れ
て
い

ま
し
た
が
、
茶
を
文
化
的
に
体
系
化
し
た

の
は
、
唐
の
陸り
く

羽う

（
？
～
８
０
４
年
）
と
い

う
人
で
す
。
彼
が
茶
の
知
識
を
『
茶ち

ゃ
き
ょ
う経

』
と

い
う
書
物
に
ま
と
め
た
こ
と
で
、
喫
茶
が

越州窯青磁の茶椀・茶托

須恵器の火舎（破片）

奈良三彩の火舎（皿の一部）
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大
宰
府
条
坊
跡
の
発
掘
調
査
で
は
井
戸

や
道
路
側
溝
と
い
っ
た
、
有
機
質
が
パ
ッ

ク
さ
れ
た
よ
う
な
土
壌
か
ら
ご
く
ま
れ
に

古
代
の
動
物
の
骨
が
出
土
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

大
宰
府
条
坊
跡
で
は
朱
雀
五
丁
目
の
第

２
７
８
の
２
次
調
査
で
は
平
安
時
代
９
世

紀
の
井
戸
跡
か
ら
３
個
体
以
上
の
、
朱
雀

三
丁
目
の
第
63
次
調
査
で
は
10
世
紀
の
井

院
に
残
さ
れ
た
天
平
10
（
７
３
８
）
年
の

文
書
中
に
、
御
鷹
部
領
使
と
い
う
役
職
の

日く
さ

下か

部べ

宿す
く

禰ね

麻ま

呂ろ

が
鷹
持
ち
20
人
、
鷹
犬

10
頭
を
率
い
て
大
宰
府
か
ら
都
（
平
城
京
）

に
上
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
大
宰

府
管
内
で
は
鷹
狩
を
お
こ
な
う
た
め
に
イ

ヌ
を
飼
育
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

イ
ヌ
に
は
人
と
同
様
に
旅
の
糧
と
し
て
米

が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
手
厚
く
飼
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

大
宰
府
条
坊
跡
か
ら
出
土
し
た
イ
ヌ
の

骨
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
一
つ
に
は
い
ず
れ
の
骨
に
も
解
体

し
た
り
肉
を
そ
ぎ
落
と
し
た
り
し
た
痕
跡

が
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
イ
ヌ

の
骨
は
縄
文
時
代
早
期
以
来
、
国
内
の
遺

跡
で
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
弥
生
時
代
に

な
る
と
長
崎
県
壱
岐
市
原は
る

の
辻つ
じ

遺
跡
で
は

胴
か
ら
四し

肢し

を
切
断
し
た
解
体
の
傷
跡
が

あ
る
骨
が
見
ら
れ
、
食
用
に
イ
ヌ
が
飼
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
同

じ
よ
う
に
中
世
の
広
島
県
福
山
市
草く
さ

戸ど

千せ
ん

軒げ
ん

町ま
ち

遺
跡
で
も
食
用
と
な
っ
た
多
量
の
イ

ヌ
の
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
弥
生
時
代
以

来
、
日
本
で
は
イ
ヌ
が
食
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
の

と
こ
ろ
古
代
の
大
宰
府
に
お
い
て
は
そ
の

よ
う
な
事
例
は
出
て
い
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

イ
ヌ
の
頭と
う

蓋が
い

骨
の
大
き
さ
が
草
戸
千
軒
町

遺
跡
例
や
現
生
種
で
あ
る
シ
バ
イ
ヌ
と

比
較
し
て
も
大
き
い
特
徴
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
一
方
で
は
第
64
次
出
土
例
中

に
は
四
肢
骨
で
は
小
型
に
な
る
在
来
の
種

も
い
た
よ
う
で
す
。
専
門
家
は
大
陸
と
の

盛
ん
な
交
流
拠
点
で
あ
っ
た
大
宰
府
に
は
、

大
陸
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
体
の
大
き
な

外
来
種
の
イ
ヌ
が
い
た
可
能
性
が
高
く
、

在
来
犬
と
交
雑
し
繁
殖
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。『
続
日
本

記
』
天
平
４
（
７
３
２
）
年
の
条
で
は
隣
国

の
新し
ら
ぎ羅
国
よ
り
「
蜀し
ょ
く

狗く

一
口
、
猟
狗
一
口
」

が
、『
類
聚
国
史
』天
長
元（
８
２
４
）年
の

条
で
は
渤ぼ
っ
か
い海
国
よ
り
「
契き
っ
た
ん丹
大
狗
二
口
」
が

も
た
ら
さ
れ
（
狗
は
犬
の
こ
と
）、
渤
海
大

狗
を
都
の
神
泉
苑
に
放
っ
た
こ
と
も
わ
ざ

わ
ざ
記
さ
れ
て
お
り
、
往
時
の
都
で
は
異

国
の
イ
ヌ
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

大
陸
に
近
い
古
代
の
大
宰
府
条
坊
で
は

イ
ヌ
ま
で
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
で
、
異
国
の

面
持
ち
の
あ
る
も
の
が
飼
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

文
化
財
課　

山
村
信
榮

大
宰
府
条
坊
の
イ
ヌ
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
犬

大
宰
府
条
坊
跡
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨
よ
り

戸
か
ら
６
個
体
以
上
、
五
条
二
丁
目
の
第

２
２
４
次
調
査
で
は
12
世
紀
の
条
坊
側
溝

か
ら
５
個
体
以
上
の
イ
ヌ
の
骨
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
大
宰
府
条
坊
跡

で
は
平
安
時
代
を
通
し
て
イ
ヌ
の
存
在
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
献
か
ら
は
さ
ら

に
遡
っ
て
奈
良
時
代
に
も
大
宰
府
で
は
イ

ヌ
が
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

『
正
倉
院
文
書
』
と
い
う
奈
良
東
大
寺
正
倉

大宰府条坊跡第２７８の２次調査出土のイヌの頭骨

大宰府条坊跡第２７８の２次調査の井戸（９世紀）から
出土したイヌを含む獣骨
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８
月
31
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
太
宰
府
市

文
化
財
専
門
委
員
会
の
答
申
を
受
け
て
、

10
月
20
日
付
で
、
以
下
の
７
件
が
新
た
に

太
宰
府
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
は
、
こ
れ
で

合
計
30
件
と
な
り
ま
す
。

　

有
形
文
化
財
（
５
件
）

○
老
松
社
本
殿

　

所
在
地
：
宰
府
四
丁
目

　

老
松
社
本
殿
は
、
建
築
様
式
か
ら
17
世

紀
後
半
に
建
立
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
近

世
初
期
の
特
徴
が
良
好
に
残
る
。
市
内
で

は
太
宰
府
天
満
宮
本
殿
と
志
賀
社
に
次
い

で
古
く
、
学
術
的
価
値
は
極
め
て
高
い
。

○
日
吉
神
社
本
殿
・
拝
殿
　
附 

棟
札

　

所
在
地
：
観
世
音
寺
五
丁
目

　

本
殿
は
17
世
紀
後
半
、
拝
殿
が
正

し
ょ
う

徳と
く

４

（
１
７
１
４
）
年
の
建
立
で
、
丁
寧
な
造

り
で
良
好
に
残
る
。
市
内
で
唯
一
残
る
江

戸
期
の
拝
殿
を
備
え
た
本
殿
と
し
て
貴
重

で
あ
る
。

○
宝
満
山
の
石
造
鳥
居

　

所
在
地
：
大
字
内
山

　

こ
の
鳥
居
は
、
宝
満
山
山
中
に
あ
り
、

一
の
鳥
居
と
呼
ば
れ
て
い
る
。延え

ん

宝ぽ
う

７（
１

６
７
９
）
年
に
建
立
さ
れ
て
お
り
、
建
立

年
代
や
施
主
が
明
確
な
鳥
居
と
し
て
は
市

内
で
最
も
古
い
。

○
木
印
（
印
面
「
直

あ
た
い
の
し
ま嶋

」）

　

所
在
地
：
太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館

　

こ
の
木
印
は
、
学
業
院
中
学
校
か
ら
出

土
し
た
も
の
で
、
印
面
に
は
「
直
嶋
」
と

陽よ
う

刻こ
く

さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
に
数
少
な
い

古
代
の
私
印
の
中
で
、
木
印
の
出
土
は
極

め
て
少
な
い
。

○
銅
印
（
印
面
「
髙
」）

　

所
在
地
：
太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館

　

こ
の
銅
印
は
、
筑
前
国
分
寺
跡
か
ら
出

土
し
た
も
の
。
青
銅
製
で
「
髙
」
を
陽
刻

し
て
い
る
。
印
面
は
３
・
3
×
２
・
７
cm

で
、
印
面
の
大
き
さ
が
「
方
１
寸
５
分
以

内
」
と
い
う
規
定
内
で
あ
り
、
典
型
的
な

古
代
の
私
印
と
言
え
る
。

　

天
然
記
念
物
（
２
件
）

○
光
明
寺
の
チ
シ
ャ
ノ
キ

　

所
在
地
：
宰
府
二
丁
目

　

光
明
寺
の
チ
シ
ャ
ノ
キ
は
、
樹
高
13
・

７
ｍ
、
幹
周
２
・
47
ｍ
で
、
市
内
で
は
太

宰
府
天
満
宮
の
ヒ
ロ
ハ
チ
シ
ャ
ノ
キ
に
次

い
で
大
き
い
。

○
坂
本
の
ム
ク
ノ
キ

　

所
在
地
：
坂
本
三
丁
目

　

坂
本
の
ム
ク
ノ
キ
は
、
樹
高
25
・
５
ｍ
、

幹
周
３
・
65
ｍ
で
、
市
内
で
２
番
目
に
大

き
な
ム
ク
ノ
キ
で
あ
る
。

文
化
財
課

▲老松社本殿

▲宝満山の石造鳥居

▲光明寺のチシャノキ

▲坂本のムクノキ

▲日吉神社本殿

◀木印
（印面「直嶋」）

銅印▶
（印面「髙」）
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昭
和
60
年
に
太
宰
府
天
満
宮
境
内
で
行
っ

た
発
掘
調
査
で
は
、
平
安
時
代
を
中
心
と
す

る
基き

壇だ
ん

状
の
遺
構
（
土
で
つ
く
っ
た
高
ま

り
）
や
整
地
面
と
共
に
多
く
の
遺
物
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の
遺
物
を
１
つ
取
り

上
げ
て
み
ま
す
。
そ
れ
は
瓦
器
と
呼
ば
れ
て

い
る
種
類
の
土
器
で
、
小
さ
な
椀
の
形
を
し

た
も
の
で
す
。
瓦
が
土
器
の
名
称
に
入
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
土
器

は
瓦
と
同
じ
よ
う
に
窯
で
焼
か
れ
燻い

ぶ

し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
体
に
黒
い
色
を
し
て

お
り
、
瓦
と
同
じ
く
磨
か
れ
た
器
の
表
面
が

銀
色
に
光
っ
て
い
ま
す
。
高こ

う

台だ
い

が
付
い
た
こ

の
小
椀
は
割
れ
て
し
ま
っ
て
半
分
ぐ
ら
い
の

大
き
さ
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
復
元
す

る
と
口
径
は
7
・
6
㎝
、
器
高
3
・
8
㎝
と

な
り
ま
す
。
現
在
の
器
だ
と
お
猪ち

ょ
こ口
ぐ
ら
い

の
小
ぶ
り
な
器
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

こ
の
瓦
器
の
小
椀
に
つ
い
て
改
め
て
調

べ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
深
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
大
宰
府
周
辺

で
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
都

が
あ
っ
た
畿
内
周
辺
で
生
産
さ
れ
た
も
の

で
、
生
産
地
の
名
前
を
と
っ
て
、
樟く

ず

葉は

型

瓦
器
椀
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
（
樟

葉
は
現
在
の
大
阪
府
枚ひ

ら

方か
た

市
周
辺
）。
そ
の

特
徴
は
内
外
面
に
施
さ
れ
た
緻
密
な
ヘ
ラ

磨
き
で
す
。
外
面
の
磨
き
は
分
割
磨
き
と

呼
ば
れ
る
手
法
で
高
台
近
く
ま
で
磨
か
れ

て
お
り
、
丁
寧
な
仕
上
が
り
で
す
。
年
代

的
に
は
11
世
紀
後
半
ぐ
ら
い
に
作
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
作
ら
れ
た
畿
内
か
ら

遠
く
離
れ
た
九
州
ま
で
運
ば
れ
た
と
い
う

点
で
も
貴
重
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
瓦
器
小
椀
は
何
に
使
わ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
生
産
地
で
あ
る
畿
内

で
は
出
土
状
況
（
寺
院
か
ら
の
出
土
が
多

い
）
や
、
器
に
残
っ
た
使
用
痕
跡
か
ら
、

近
年
で
は
「
六
器
」
と
呼
ば
れ
る
密
教
法

具
と
し
て
主
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
六
器
と
は
小
ぶ

り
の
椀
が
六
つ
そ
ろ
っ
て
１
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
お
り
、
材
質
は
金
銅
器
、
銅
器
、

瓦
器
な
ど
で
す
。本
尊
や
曼ま

ん

荼だ

羅ら

の
前
で
、

密
教
僧
が
加か

持じ

祈き

祷と
う

な
ど
の
修
法
を
行
う

際
に
、
木
製
の
壇
を
用
意
し
、
そ
の
上
に

法
具
を
並
べ
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
壇

の
四
辺
に
は
、
火か

舎し
ゃ

を
中
心
に
し
て
左
右

に
三
つ
ず
つ
の
六
器
と
華け

瓶び
ょ
う、
飲お

ん

食じ
き

器き

を

１
つ
ず
つ
並
べ
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

太
宰
府
天
満
宮
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、

天
満
宮
安
楽
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
に

は
天
台
宗
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
認
め
ら

れ
ま
す
が
、
こ
の
六
器
の
瓦
器
も
そ
の
よ

う
な
繋
が
り
を
示
す
資
料
の
１
つ
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。文

化
財
課　

髙
橋　

学

六器の瓦器小椀
画像提供：九州国立博物館

撮影：山
やま

﨑
さき

信
しん

一
いち

氏

瓦器小椀実測図

密教法具と六器
（手前の６つが六器　内山妙

みょう

香
こう

庵
あん

にて）

こ
の
資
料
は
現
在
、
九
州
国
立
博
物
館

開
館
10
周
年
記
念
新
春
展
示
『
太
宰
府

天
満
宮
の
地
宝
』（
会
期
：
１
月
１
日

～
２
月
28
日
）で
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
開
館
10
年
を
迎
え
た
九
州
国
立

博
物
館
で
太
宰
府
の
文
化
財
に
注
目
し

て
く
だ
さ
い
。

六
器
の
瓦が

器き

　
平
安
時
代

ろ
っ

き
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市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
梅
の

花
が
ほ
こ
ろ
ぶ
季
節
で
す
。
梅
は

太
宰
府
と
ゆ
か
り
の
深
い
花
で
、

市
の
花
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ま
ざ
ま
あ
る
太
宰
府
と
梅
の
関
わ

り
の
中
の
ひ
と
つ
に
、「
梅
花
の
宴
」

が
あ
り
ま
す
。

　

天
平
二
（
７
３
０
）
年
正
月
十

三
日
（
新
暦
で
は
二
月
八
日
）、
当

時
の
大だ

宰ざ
い

帥の
そ
ち（
大
宰
府
の
長
官
）

で
あ
っ
た
大お

お

伴
と
も
の

旅た
び

人と

は
、
大
宰
府

と
九
州
内
の
諸
国
の
官
人
た
ち
を

自
邸
に
招
い
て
、
梅
を
題
材
に
歌

を
詠
む
宴
を
催
し
ま
し
た
。
こ
れ

を
現
代
、「
梅
花
の
宴
」
や
「
梅
花

の
歌
会
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ

の
時
に
詠
ま
れ
た
歌
が
、
日
本
最

古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
巻
五
の
中

に
、「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
と
題

し
て
旅
人
の
序
文
と
共
に
収
め
ら

れ
、
梅
花
の
宴
の
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

宴
の
列
席
者
に
は
、
ホ
ス
ト
で

あ
る
旅
人
を
含
め
て
32
人
の
名
が

見
え
、
順
に
一
人
一
首
ず
つ
歌
を

詠
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
中
か
ら

い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
。

①
正む

月つ
き

立
ち
　
春
の
来
た
ら
ば
　

　
か
く
し
こ
そ
　
梅
を
招お

き
つ
つ

　
楽
し
き
終
へ
め
　

（
大
意
：
正
月
に
な
り
春
が
き
た
の
で
、

こ
の
よ
う
に
梅
を
招
い
て
楽
し
い
日
を
過

ご
そ
う
）

②
わ
が
園
に
　
梅
の
花
散
る

　
ひ
さ
か
た
の
　
天あ

め

よ
り
雪
の

　
流
れ
く
る
か
も

（
大
意
：
我
が
家
の
庭
に
梅
の
花
が
散
っ

て
い
る
。
そ
れ
と
も
天
か
ら
雪
が
流
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
）

③
梅
の
花
　
散
ら
く
は
い
づ
く
　

　
し
か
す
が
に
　
こ
の
城き

の
山
に

　
雪
は
降
り
つ
つ

（
大
意
：
梅
の
花
が
散
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
ど
こ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ

こ
の
城
の
山
に
は
雪
が
降
り
続
い
て
い
る
）

　

①
は
ト
ッ
プ
を
飾
っ
た
歌
で
、

客
人
の
中
で
最
も
位
の
高
い
大
宰

大だ
い

弐に

（
大
宰
府
の
次
官
）・
紀

き
の
の

男お

人ひ
と

が
詠
み
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
始
ま

る
歌
会
を
盛
り
立
て
る
に
ふ
さ
わ

し
い
歌
で
す
。
②
は
大
伴
旅
人
が
、

③
は
大
宰
大だ

い

監げ
ん（
大
弐
の
次
の
位
）・

大お
お

伴
と
も
の

百も
も

代よ

が
詠
ん
だ
も
の
で
、
③

が
②
に
対
す
る
か
け
合
い
に
な
っ

て
い
ま
す
。
③
の
歌
中
の
「
こ
の

城
の
山
」
の
「
城
」
は
大
野
城
の

こ
と
で
※
、
つ
ま
り
四
王
寺
山
で

す
。
旅
人
の
序
文
の
中
に
は
、「
膝ひ

ざ

を
近
づ
け
盃

さ
か
ず
きを
飛
ば
す
」
と
あ
っ

て
、
列
席
者
が
親
し
く
膝
を
寄
せ

合
っ
て
お
酒
を
楽
し
む
様
子
も
う

か
が
え
ま
す
。
大
宰
府
政
庁
の
近

く
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
旅
人

の
邸
宅
か
ら
、
庭
の
白
梅
と
四
王

寺
山
を
眺
め
な
が
ら
官
人
ら
が
酒

と
歌
を
楽
し
む
光
景
を
想
像
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
歌

に
は
物
の
よ
う
な
姿
か
た
ち
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
太
宰
府
を
物
語
る

大
切
な
文
化
遺
産
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
梅
花
の
宴
で
の
歌
を
含
め
、

大
宰
府
や
そ
の
周
辺
で
詠
ま
れ
た

と
さ
れ
る
も
の
は
『
万
葉
集
』
に

２
０
０
首
以
上
あ
り
、
当
地
で
の

盛
ん
な
歌
人
の
交
流
は
「
万
葉
集

筑つ
く

紫し

歌
壇
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
歌
と
、
歌
に
詠
ま
れ
た

大
宰
府
の
情
景
・
歌
人
た
ち
の
物

語
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
、
太
宰

府
で
万
葉
集
講
座
や
歌
碑
め
ぐ
り

の
活
動
を
続
け
る
大
宰
府
万
葉
会

に
よ
っ
て
、太
宰
府
市
民
遺
産
「
万

葉
集
つ
く
し
歌
壇
」
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。
会
で
は
毎
年
２
月
に「
梅

花
の
宴
」
を
再
現
す
る
催
し
を
行

な
っ
て
き
て
、
今
年
で
20
回
目
を

数
え
ま
す
。
は
る
か
遠
い
古
代
に

詠
ま
れ
た
歌
の
数
々
が
、
引
き
継

い
で
歌
わ
れ
続
け
、
今
も
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

文
化
財
課　
　

遠
藤　

茜

大宰府展示館に展示されている梅花の宴人形
〈（公財）古都大宰府保存協会蔵〉

昨年の梅花の宴の様子（水城・大野城築造 1350 年
を記念して防人の歌がたりも行なわれました）

梅ば
い

花か

の
宴え

ん 

　

～
太
宰
府
市
民
遺
産
第
５
号

　
　
　
　
「
万
葉
集
つ
く
し
歌か

壇だ
ん

」
～

①
～
③
の
歌
は
、
①
大
宰
府
政
庁
跡
西

側
、
②
太
宰
府
天
満
宮
境
内
の
九
州
国

立
博
物
館
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
入
口
横
、

③
歴
史
ス
ポ
ー
ツ
公
園
内
、
に
歌
碑
が

建
っ
て
い
ま
す
。

　
※
「
城
の
山
」
を
基き

肄い

城
（
基
山
）
と

解
釈
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

●「
第
20
回
大
宰
府
万
葉
梅
花
の
宴
」

　
の
詳
細
は
、
本
号
21
頁
や
太
宰
府

　
館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
第
６
回
太
宰
府
市
景
観
・
市
民
遺

　
産
会
議

　
日
時
：
３
月
13
日
㈰
午
後
１
時
～

　
会
場
：
九
州
国
立
博
物
館

　
　
　
　
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ホ
ー
ル
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古
墳
時
代
前
期
（
約
１
７
０
０
年
前
ご
ろ
）

に
使
わ
れ
て
い
た
棺
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

下
高
尾
古
墳
が
市
内
で
は
数
少
な
い
古
墳

時
代
前
期
の
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、
北
側
に
あ
る
菖
蒲
浦
古

墳
群
の
１
号
墳
も
同
様
に
割
竹
形
木
棺
を

使
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
２
基
の
古
墳
は

ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
の
古
墳
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

高
雄
地
区
は
、
市
内
で
も
ま
と
ま
っ
て

古
墳
が
造
ら
れ
た
地
域
の
一
つ
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
に
調
査
さ
れ
た
古
墳
の
多
く
は

古
墳
時
代
後
期
（
約
１
５
０
０
～
１
４
０

０
年
前
ご
ろ
）
の
も
の
で
、
こ
の
２
基
の

古
墳
が
高
雄
地
区
で
最
も
早
い
時
期
に
造

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
当
時
の
有

力
者
が
使
っ
た
割
竹
形

木
棺
を
使
っ
た
古
墳
は

市
内
で
は
３
基
と
数
少

な
く
、
こ
の
内
２
基
が

高
雄
地
区
に
造
ら
れ
た

こ
と
は
市
内
の
古
墳
時

代
の
様
子
を
考
え
る
う

え
で
重
要
な
古
墳
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

文
化
財
課　

沖
田
正
大

　
太
宰
府
の
文
化
財
　 370
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現
在
の
高
雄
地
区
は
、
高
雄
台
団
地
や

梅
香
苑
団
地
な
ど
の
団
地
と
し
て
開
発
さ

れ
た
の
で
、
昔
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
以
前
は
里
山
が
広

が
り
、
多
く
の
古
墳
が
残
さ
れ
て
い
ま
し

下高尾古墳の木棺の痕跡

下高尾古墳出土の鉄剣

高
雄
地
区
の
古
墳
時
代  

―
下
高
尾
古
墳
―

棺を安定させるために貼った粘土

割竹形木棺

古墳の盛土

た
。
な
か
で
も
太
宰
府
南
小
学
校
の
建
設

の
際
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
菖

し
ょ
う

蒲ぶ
が

浦う
ら

古こ

墳ふ
ん

群ぐ
ん

は
多
く
の
副
葬
品
が
出
土
し
て
い
る

の
で
、
ご
存
じ
の
皆
さ
ん
も
多
い
で
し
ょ

う
。
今
回
は
、
そ
の
菖
蒲
浦
古
墳
群
の
南

側
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
下し

も

高た
か

尾お

古こ

墳ふ
ん

を
紹
介
し
ま
す
。

　

下
高
尾
古
墳
は
、
昭
和
63
（
１
９
８
８
）

年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
古
墳

の
形
は
直
径
約
19
ｍ
の
丸
い
形
を
し
た
円

墳
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
古
墳
の
ほ
ぼ

中
央
に
は
素
掘
り
の
穴
の
中
に
納
め
ら
れ

た
棺
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
棺
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
棺
を
安
定
さ
せ
る

た
め
に
埋
葬
す
る
た
め
の
穴
の
床
に
貼
ら

れ
た
粘
土
の
形
（
丸
い
不
安
定
な
棺
を
乗

せ
る
た
め
、
粘
土
は
中
央
が
窪
ん
だ
「
Ｕ
」

字
状
に
な
っ
て
い
ま
し
た
）
か
ら
、
丸
太

を
縦
半
分
に
割
り
、
内
側
を
く
り
抜
い
て

作
っ
た
割わ

り

竹た
け

形が
た

木も
っ

棺か
ん

と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
粘

土
か
ら
木
棺
の
お
よ
そ
の
大
き
さ
も
分
か

り
、
長
さ
は
約
４
ｍ
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
こ
の
棺
の
中
に
副
葬
品
と
し
て
長

さ
約
30
㎝
の
鉄
で
作
ら
れ
た
剣
１
本
が
納

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
割
竹
形
木
棺
は
、

下高尾古墳下高尾古墳 今王２号墳

柚ノ木古墳群柚ノ木古墳群

吉ヶ浦古墳群

菖蒲浦古墳群

池田古墳群池田古墳群

高 雄

高
尾
川

高雄地区の古墳位置図

古墳断面の模式図
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