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市
の
北
側
に
は
、
標
高
４
１
０
ｍ
の
四

王
寺
山
が
あ
り
ま
す
。
四
王
寺
山
は
、
か

つ
て
は
タ
キ
モ
ン
山
（
薪
取
り
の
山
）
で
、

戦
前
ま
で
は
目
立
っ
た
樹
木
は
な
か
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
ア
ラ
カ
シ

な
ど
ド
ン
グ
リ
の
実
が
な
る
カ
シ
類
を
主

と
し
た
樹
齢
60
年
ほ
ど
の
常
緑
広
葉
樹
の

森
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
吉
神
社
は
、
そ
の
四
王
寺
山
の
南
麓

の
丘
陵
先
端
部
に
位
置
し
、
神
社
は
こ
ん

も
り
と
し
た
森
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

２
つ
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
ま
ず
目
に

入
っ
て
く
る
の
が
、
参
道
石
段
両
側
に
あ

る
ク
ス
ノ
キ
の
大
木
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
幹

周
り
が
４
・
３
ｍ
（
東
側
）、
５
・
０
ｍ
（
西

側
）
あ
り
ま
す
。
東
側
の
ク
ス
は
、
昨
年

の
８
月
の
台
風
で
幹
の
途
中
か
ら
折
れ
ま

し
た
が
、
ま
た
、
元
気
に
若
葉
を
つ
け
て

い
ま
す
。
ク
ス
ノ
キ
は
関
東
以
西
の
温
か

い
地
域
に
生
育
す
る
暖だ

ん

地ち

性せ
い

の
常

じ
ょ
う

緑り
ょ
く

高こ
う

木ぼ
く

で
、
日
本
で
最
も
大
き
く
育
つ
樹
木
の
ひ

と
つ
で
す
。

　

そ
し
て
、
66
段
の
石
段
を
登
り
つ
め
る

と
、
江
戸
時
代
の
社
殿
が
あ
り
、
左
手
の

丘
陵
斜
面
に
ス
ダ
ジ
イ
と
イ
チ
イ
ガ
シ
の

巨
木
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
ス
ダ
ジ
イ

は
、
同
種
で
は
市
内
最
大
で
幹
周
り
が
３
・

８
ｍ
あ
り
ま
す
。
ス
ダ
ジ
イ
は
大
木
ほ
ど

幹
に
縦
の
割
れ
目
が
入
る
の
が
特
徴
で
、

老
木
ほ
ど
そ
の
荒
々
し
い
樹
皮
に
圧
倒
さ

れ
ま
す
。
春
に
な
る
と
黄
金
色
の
花
と
黄

褐
色
の
葉
裏
の
色
が
相
ま
っ
て
黄
金
色
に

輝
き
ま
す
。
イ
チ
イ
ガ
シ
は
、
ス
ダ
ジ
イ

の
隣
に
２
本
並
ん
で
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
幹

周
り
３
・
０
ｍ
と
２
・
９
ｍ
の
大
木
で
す
。

イ
チ
イ
ガ
シ
は
樹
皮
が
薄
く
剥
が
れ
落
ち

る
の
が
特
徴
で
、
カ
シ
類
の
中
で
最
も
長

寿
の
木
で
す
。

　

こ
れ
ら
大
木
の
根
元
周
り
に
は
ヤ
ブ
ツ

バ
キ
や
ミ
ミ
ズ
バ
イ
と
い
っ
た
中
低
木
が

生
育
し
て
い
ま
す
。
社
殿
東
側
や
背
後
は

比
較
的
若
い
ア
ラ
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉

樹
が
多
く
、
四
王
寺
山
の
典
型
的
な
森
を

形
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
社
叢
は
、
北
部
九
州
の
典
型
的
な

常じ
ょ
う

緑り
ょ
く

広こ
う

葉よ
う

樹じ
ゅ

の
森
で
あ
り
、
巨
木
の
繁
茂

具
合
か
ら
、
四
王
寺
山
に
残
さ
れ
て
き
た

古
い
森
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
市
内
で
は
数
少
な
い
自
然
形
態
を
維

持
す
る
鎮
守
の
森
と
し
て
、
平
成
25
年
９

月
25
日
に
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

文
化
財
課　

宮
崎
亮
一

イチイガシ ( 左 2本 ) とスダジイ ( 右 )

社叢全景 ( 南西から )

日
吉
神
社
の
社
叢
　
観
世
音
寺
五
丁
目

ひ
　
よ
し 

じ
ん 

じ
ゃ

し
ゃ 

そ
う

「苅萱の関跡とかるかや物語」講演会  　　　　
日　時：４月 16日㈯　午後２時〜４時
場　所：文化ふれあい館　実習室
内　容：「苅萱道心のモデルは一遍上人だった」
　　　—長野善光寺とその周辺のかるかやをみる—　
講　師：杢

もく

尾
お

幹
みき

雄
お

さん（かるかや物語を伝える会）
参加費：無料・申込不要
問い合わせ：景観・市民遺産会議事務局（文化財課）
　　　　　　（☎内線４７２）

太宰府市民遺産
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う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
縄
文
土

器
と
は
、
縄
文
時
代
に
作
ら
れ
た
土
器
の

総
称
あ
り
、
縄
目
が
つ
い
た
土
器
が
す
べ

て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
様
に
は
時
代
や

地
域
で
流
行
が
あ
り
、
文
様
か
ら
作
ら
れ

た
年
代
を
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
押
型
文
土
器
は
中
部
地
方
か
ら

四
国
・
九
州
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
縄
文

時
代
の
早
期
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ヤ
ノ
遺
跡
で
見
つ
か
っ

た
押
型
文
土
器
は
、
古
く
か
ら
縄
文
人
が

生
活
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
遺
物
で
す
。

ま
た
、
市
内
の
縄
文
時
代
を
考
え
る
う
え

で
貴
重
な
遺
物
で
も
あ
り
ま
す
。

文
化
財
課　

中
村 

茂
央
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今
か
ら
お
よ
そ
６
５
０
０
～
９
５
０
０

年
以
上
も
前
、
時
代
で
言
う
と
縄
文
時
代

早
期
。
そ
ん
な
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時

代
の
土
器
が
本
市
で
も
出
土
し
て
い
る
こ

と
を
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？
今
回

は
大
佐
野
の
カ
ヤ
ノ
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た

縄
文
土
器
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

佐
野
地
区
で
は
昭
和
62
（
１
９
８
７
）

年
か
ら
佐
野
土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
っ

て
埋
蔵
文
化
財
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
平
成
12
年
に
カ

ヤ
ノ
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

遺
跡
は
福
岡
農
業
高
等
学
校
の
北
西
部
に

位
置
し
て
お
り
、
こ
の
遺
跡
か
ら
は
古
代（写真１）カヤノ遺跡出土押型文土器

押お
し

型が
た

文も
ん

土ど

器き

　
カ
ヤ
ノ
遺
跡
　
大
佐
野

の
土ど

坑こ
う

（
人
為
的
に
掘
ら
れ
た
穴
）
や
近

世
の
柱
穴
列
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

複
数
の
縄
文
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

出
土
し
た
縄
文
土
器
（
写
真
１
）
を
観

察
す
る
と
、
表
面
に
魚
の
鱗う

ろ
こ

の
よ
う
な
楕だ

円え
ん

形
状
の
文
様
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
表
面
が
ボ
コ
ボ
コ
と
し
た
文
様
を
楕

円
文
と
言
い
ま
す
。
文
様
を
よ
く
見
る
と
、

同
じ
形
が
連
続
し
て
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
棒
状
の
道
具
に

文
様
を
彫
り
込
ん
だ
も
の
を
、
土
器
の
表

面
に
押
し
当
て
な
が
ら
転
が
す
こ
と
で
土

器
に
つ
い
た
文
様
で
す
。
こ
の
道
具
を
使
っ

た
文
様
を
押お

し
が
た型
文も

ん

と
言
い
、
文
様
が
施
さ

れ
た
土
器
を
押
型
文
土
器
と
言
い
ま
す
。

カ
ヤ
ノ
遺
跡
で
は
楕
円
文
の
ほ
か
に
、
鋸

の
こ
ぎ
り

の
歯
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
の
線
が
つ
く
山や

ま

形が
た

文も
ん

と
い
う
文
様
が
つ
い
た
土
器
も
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

写
真
の
土
器
は
、
土
器
の
傾
き
や
曲
面

の
直
径
か
ら
考
え
て
甕か

め

の
底
部
付
近
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
縦
６
㎝
、
幅
４
㎝
、
厚
さ

１
㎝
を
測
り
、
外
面
は
黄
土
色
に
焼
き
上

が
り
、
縦
８
㎜
、
横
４
㎜
の
楕
円
文
が
横

に
４
・
５
段
ほ
ど
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

楕
円
文
が
い
く
つ
か
重
複
し
て
い
る
部
分

が
あ
り
、
念
入
り
に
文
様
を
施
し
て
い
ま

す
。
土
器
の
下
部
を
観
察
す
る
と
文
様
が

な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
土
器
を

つ
く
る
際
に
粘
土
を
継
ぎ
足
し
た
部
分
で

あ
り
、
接
着
が
充
分
で
な
か
っ
た
た
め
に

剥は

が
れ
て
し
ま
っ
た
跡
で
す
。

　

カ
ヤ
ノ
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
縄
文
土
器

は
、
小
片
の
た
め
全
体
の
形
が
わ
か
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
底
部
の
破

片
か
ら
底
が
尖
っ
た
形
を
し
た
土
器
が

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

土
器
の
観
察
か
ら
、
同
じ
文
様
で
も
大
小

の
差
が
あ
る
こ
と
や
、
文
様
を
縦
ま
た
は

横
に
施
し
て
い
る
と
い
っ
た
違
い
が
あ
り
、

複
数
の
種
類
の
土
器
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
「
縄な

わ

目め

の
文
様
で

は
な
い
の
に
、
縄
文
土
器
な
の
？
」
と
思

押型文土器　イメージ図

土器片の場所

ひまわり台
入り口

大佐野台
団地前

※現地は発掘調査後に住宅地になっています。

福岡農業高校前
福岡農業高校

県道板付・
牛頸・筑紫野線

地禄神社

カヤノ遺跡
縄文土器出土地

大佐野公園

大佐野川
大佐野公民館
入り口

大佐野南

佐野近隣
公園

大池

カヤノ遺跡位置図

楕円文

山形文
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　道
路
の
側
溝
か
ら
馬
の
骨

　

五
条
二
丁
目
の
大
宰
府
条
坊
跡
第
２
２

４
次
調
査
で
は
12
世
紀
の
条
坊
側
溝
か
ら

ウ
マ
の
骨
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
ま

す
。
頭
骨
が
２
つ
あ
り
ま
す
の
で
２
体
以

上
の
も
の
が
、
イ
ヌ
、
ネ
コ
、
イ
ノ
シ
シ
、

ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ウ
シ
の
骨
と
と
も
に
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
ウ
マ
の
骨
は
１
９
４
点
に

お
よ
び
、
出
土
し
た
獣
骨
の
総
点
数
の
約

半
数
を
占
め
る
量
で
す
。
分
析
結
果
に
よ

れ
ば
出
土
し
た
ウ
マ
は
、
計
測
可
能
な
足

骨
や
橈と

う

骨
（
脚
の
上
部
の
骨
）
な
ど
の
最

大
長
か
ら
、
推
定
体
高
１
２
５
～
１
３
５

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る
個
体
が

大
半
で
、
ト
カ
ラ
ウ
マ
や
対た

い

州
し
ゅ
う

馬
の
よ
う

な
小
型
の
在
来
の
和
種
（
ポ
ニ
ー
）
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
出
土
し
た
１
体
は
関
節
が

つ
な
が
っ
た
状
態
で
白
骨
化
し
た
状
況
を

保
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
死
後
そ

の
ま
ま
道
路
側
溝
に
棄す

て
置
か
れ
た
も
の

と
言
え
ま
す
。
平
城
京
や
平
安
京
域
で
の

発
掘
調
査
事
例
で
は
、
骨
に
加
工
や
解
体

し
た
痕
が
残
る
ウ
マ
や
ウ
シ
の
骨
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
宰
府
の
こ
の
ケ
ー

ス
で
は
大
型
動
物
を
他
の
場
所
に
移
動
さ

せ
る
こ
と
は
大
変
な
労
力
を
要
し
、
絶
命

し
た
馬
を
条
坊
の
路
面
幅
３
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
狭
い
道
路
上
で
解
体
処
理
す
る
こ
と

が
困
難
だ
っ
た
よ
う
で
、
側
溝
に
そ
の
ま

ま
遺い

棄き

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　馬
の
骨
と
「
馬
場
」

　

と
こ
ろ
で
『
八
幡
宇
佐
宮
御
神
領
大
鏡
』

は
康
和
４
（
１
１
０
２
）
年
の
大
宰
府
条

坊
左
郭
７
条
12
坊
を
「
府
中
宇
佐
町
」
と

表
記
し
て
い
ま
す
。
獣
骨
が
大
量
出
土
し

た
条
坊
２
２
４
次
は
今
の
条
坊
復
元
プ
ラ

ン
で
は
同
じ
左
郭
５
条
12
坊
に
想
定
さ
れ

ま
す
。
宇
佐
町
の
四し

い
し至

の
表
記
に
拠
れ
ば

左
郭
６
条
12
坊
は
「
馬
場
」
と
さ
れ
、
７

条
12
坊
に
接
す
る
西
側
の
南
北
路
は
「
馬

出
子
午
小
道
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

６
条
12
坊
は
西
へ
は
「
ど
ん
か
ん
み
ち
」

と
呼
ば
れ
る
天
満
宮
神
幸

式
の
ル
ー
ト
、
南
へ
は
筑

後
方
面
へ
、
東
へ
は
四
条

交
差
点
か
ら
発
し
『
筥
崎

八
幡
宮
縁
起
』
に
見
ら
れ

る
大
宰
府
府
官
以
下
国
司

が
馬
に
乗
り
宝
満
山
眼
前

を
抜
け
穂
波
郡
大だ

い

分ぶ

宮
に

向
か
っ
た
道
と
考
え
ら
れ

る
、
太
宰
府
石
坂
を
越
え

て
筑
豊
・
豊
前
へ
と
繋
が

る
ル
ー
ト
の
分
基
点
で
あ

り
、交
通
の
た
め
の
牛
馬
を
管
理
し
た
「
馬

場
」
が
置
か
れ
た
必
然
性
は
高
い
場
所
で

す
。
現
在
の
五
条
交
差
点
の
南
の
エ
リ
ア

に
は
府
駅
館
や
兵
部
所
な
ど
の
牛
馬
を
あ

つ
か
う
公
的
な
「
馬
場
」
施
設
が
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
り
、
道
路
側
溝
で
の
牛
馬
の

骨
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
背
景
に
関
連

す
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
同
じ

側
溝
か
ら
牛
の
骨
が
出
土
し
た
こ
と
に
関

し
て
、
現
在
の
五
条
交
差
点
か
ら
約
１
０

０
メ
ー
ト
ル
北
の
道
沿
い
に
、
菅
原
道
真

公
の
埋
葬
の
帰
り
に
路
上
で
息
絶
え
た
と

さ
れ
る
「
神
牛
塚
」
が
あ
る
こ
と
と
関
連

し
て
と
て
も
興
味
深
く
、
こ
の
場
所
に
立

つ
と
平
安
時
代
の
条
坊
の
大
路
で
の
喧け

ん

騒そ
う

が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

文
化
財
課　

山
村　

信
榮

道路側溝から出土した平安時代の馬の骨

馬
は
大
宰
府
条
坊
の
大
路
で
絶
命
し
て
い
た

―
大
宰
府
条
坊
跡
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨
よ
り
２
―

古代の五条交差点条坊図

「
馬
出
子
牛
小
道
」
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水
城
小
学
校
の
西
の
交
差
点
を
北
へ
上

が
っ
て
い
く
と
、
国
分
寺
と
い
う
寺
院
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
中
心
と
し
た
お
よ
そ

１
８
５
ｍ
四
方
の
範
囲
が
、
か
つ
て
の
筑

前
国
分
寺
跡
で
す
。

　

天
平
十
三
（
７
４
１
）
年
、
と
き
の
聖

武
天
皇
は
、
国
ご
と
に
七

し
ち
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔
を
建
て
、

経
典
を
写
し
お
さ
め
る
こ
と
を
全
国
に
命

じ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
全
国
66
国
の

国
分
寺
と
壱
岐
対
馬
２
島
の
島と

う

分ぶ
ん

寺じ

が
、

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
尼
寺
が
置

か
れ
た
の
で
す
。

　

筑
前
国
の
国
分
寺
・
国
分

尼
寺
は
、
大
宰
府
の
北
西
に

置
か
れ
ま
し
た
。
天

て
ん
ぴ
ょ
う平
勝し

ょ
う

宝ほ
う

八は
っ

歳さ
い

（
７
５
６
）
十
二
月
、

全
国
の
26
国
に
対
し
国
分
寺

に
収
め
る
荘そ

う

厳ご
ん

具ぐ

が
分
か
ち
下
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
こ
に
筑
前
国
は
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
筑
前
国
分
寺
は
す
で
に
建

立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
分
寺
で
も
っ
と
も
重
要
だ
っ
た
の
は

七
重
塔
で
し
た
。
聖
武
天
皇
の
詔

み
こ
と
の
りに
は
、

ま
ず
「
七
重
塔
」
の
造
営
意
向
が
述
べ
ら

れ
、
そ
こ
に
金き

ん

字じ

の
経
典
な
ど
を
納
め
る

と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
国
分
寺
を
「
造ぞ

う

塔と
う

之の

寺て
ら

」
と
呼
び
、「
国
の
華は

な

」
と
し
て

「
好よ

き
と
こ
ろ
を
択え

ら

」
ん
で
建
て
る
よ
う

指
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
筑
前
国
分
寺
の
七
重
塔
跡
は
調

査
が
行
わ
れ
、
国
内
で
は
例
の
少
な
い
二

重
基
壇
と
わ
か
り
ま
し
た
。
上
壇
は
一
辺

16
・
５
ｍ
あ
り
、
当
時
貴
重
だ
っ
た
瓦
を

積
ん
で
基
壇
化
粧
と
し
て
い
ま
す
。
下
壇

は
石
敷
き
で
一
辺
17
・
４
ｍ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
観
世
音
寺
五
重
塔
の
基
壇
（
一
辺

15
ｍ
）
よ
り
も
巨
大
で
、
こ
の
上
に
建
つ

七
重
塔
は
、
柱

は
し
ら

間ま

か
ら
推
定
し
て
50
ｍ
を

越
え
る
高
さ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。
小
高
い
場
所
に
建
つ
た
め
、
遠
く
か

ら
で
も
さ
ぞ
目
立
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

こ
の
七
重
塔
を
十
分
の
一
で
再
現
し
た

高
さ
５
・
２
ｍ
の
模
型
が
、
文
化
ふ
れ
あ

い
館
に
あ
り
ま
す
。
復
元
は
当
時
市
職
員

だ
っ
た
狭さ

川が
わ

真し
ん

一い
ち

氏
が
担
当
し
、
平へ

い

城じ
ょ
う

宮き
ゅ
う

朱す

雀ざ
く

門も
ん

や
豊
後
国
分
寺
七
重
塔
の
模
型
復

元
に
携
わ
っ
た
細ほ

そ

見み

啓け
い

三ぞ
う

氏
が
監
修
し
ま

し
た
。
奈
良
時
代
の
建
物
の
特
徴
を
備
え

つ
つ
、
１
２
６
０
年
の
時
を
経
た
現
代
に

残
っ
て
い
た
ら
…
と
、
古こ

色し
ょ
くに

仕
上
げ
て

い
ま
す
。
ま
た
筑
前
国
分
寺
跡
出
土
の
瓦

や
般
若
寺
跡
出
土
の
風ふ

う

招し
ょ
う（

軒
先
に
つ
る

す
鐘
状
の
「
風ふ

う

鐸た
く

」
か
ら
下
が
る
風
受
け

具
）
を
参
考
と
す
る
な
ど
細
部
に
も
こ
だ

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
精
巧
さ

ゆ
え
、
写
真
だ
と
本
物
か
と

見
ま
ち
が
う
ほ
ど
で
す
。

　

国
分
の
空
に
そ
び
え
た
っ

て
い
た
古
代
筑
前
国
の
「
国

の
華
」
を
想
像
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。文

化
財
課　

井
上
信
正

七重塔の基壇跡

七重塔の復元模型（文化ふれあい館）

七
重
塔
跡　

８
世
紀

　
　
　
（
国
史
跡 

筑
前
国
分
寺
跡
・
国
分
四
丁
目
）
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未
来
の
太
宰
府
に
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
う
太
宰
府
の
た
か

ら
「
太
宰
府
市
民
遺
産
」
は
、
バ

ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
12
件
が
認
定
さ

れ
、
市
内
の
各
所
で
多
様
な
育
成

活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
今
年
３
月
の
第
６
回
太
宰
府

市
景
観
・
市
民
遺
産
会
議
で
新
た

に
認
定
さ
れ
た
、「
太
宰
府
悠ゆ

う
き
ゅ
う久

の
丘
―
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
か
ら

の
眺
望
―
」
を
紹
介
し
ま
す
。

　

市
の
南
西
部
、
大
佐
野
地
区
に

あ
る
太
宰
府
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク

（
以
下
、
園
）
は
、
標
高
約
１
４

０
～
１
８
０
ｍ
に
立
地
し
、
市
内

で
は
唯
一
、
南
側
か
ら
市
街
を
見

わ
た
せ
る
場
所
で
す
。
園
内
に
は
、

２
つ
の
展
望
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま

す
。

大
宰
府
の
丘
展
望
台
か
ら
の
眺
望

（
写
真
１
）

　

水
城
跡
と
、
大
野
城
跡
が
あ
る

四
王
寺
山
と
、
宝
満
山
を
一
望
で

き
ま
す
。
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く

太
宰
府
の
歴
史
景
観
を
体
感
で
き

ま
す
。

夫
婦
桜
展
望
台
か
ら
の
眺
望

（
写
真
２
）

　

園
内
で
最
も
高
い
所
に
位
置

し
、
大
陸
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
博

多
湾
か
ら
外
交
窓
口
を
務
め
た
大

宰
府
ま
で
を
、
四
季
折
々
の
園
内

の
植
栽
と
共
に
一
望
で
き
ま
す
。

ま
た
、
飛
行
機
の
離
発
着
や
高
速

道
路
を
行
き
交
う
車
、
変
化
し
続

け
る
福
岡
の
街
並
み
な
ど
、
現
代

の
人
々
の
営
み
や
息
づ
く
街
の
姿

を
眺
め
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
展
望
台
か
ら
眺
め

る
景
観
は
、
見
る
人
に
よ
っ
て
、

古
代
や
中
世
、
そ
し
て
現
代
に
至

る
様
々
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
思
い
起

こ
さ
せ
て
く
れ
、
ま
さ
に
ま
ち
の

悠
久
の
姿
を
感
じ
、
語
れ
る
場
所

と
い
え
ま
す
。

　

育
成
団
体
で
あ
る
公
益
財
団
法

人
太
宰
府
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
の

皆
さ
ん
は
、
園
か
ら
見
え
る
景
色

の
素
晴
ら
し
さ
を
よ
り
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
い
、
展
望
台
に
親

し
ん
で
も
ら
う
と
共
に
、
太
宰
府

の
歴
史
や
文
化
振
興
に
貢
献
し

た
い
と
の
思
い
か
ら
、
市
民
遺

産
の
提
案
を
思
い
立
た
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
展
望
台
を
中
心

に
、
環
境
整
備
等
を
行
な
い
、

歴
史
・
文
化
事
業
を
企
画
し
て

活
用
を
は
か
る
事
を
育
成
活
動

と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
園
の
開

放
時
間
：
年
中
無
休
、
午
前
８

時
開
門
。
閉
門
は
、
10
～
５
月

午
後
６
時
、
６
～
９
月
午
後
７

時
、
年
末
年
始
午
後
５
時
）

　

ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
も
物
語
を
眺

め
に
、
市
民
遺
産
「
太
宰
府
悠

久
の
丘
」
を
訪
れ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

   

お
知
ら
せ

●
太
宰
府
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
で
は
、

毎
年
恒
例
の
８
月
15
日
の
「
送
り

火
」
夜
間
開
放
に
合
わ
せ
て
、
市

民
遺
産
に
関
連
し
た
催
し
を
企
画

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
育
成
団
体

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://d-m

-p.
net/

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
現
在
、
認
定
さ
れ
て
い
る
12
件
の

市
民
遺
産
を
紹
介
す
る
展
示
を
文

化
ふ
れ
あ
い
館
に
て
開
催
中
で
す

（
９
月
４
日
㈰
ま
で
）。

写真２　夫婦桜展望台からの眺望

写真１　大宰府の丘展望台からの眺望

四王寺山
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太
宰
府
悠
久
の
丘

　
―
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
か
ら
の
眺
望
―

太
宰
府
市
民
遺
産
第
12
号
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太
宰
府
市
の
中
央
や
や
東
側
、
現
在
の

西
鉄
二
日
市
駅
の
北
側
に
標
高
50
ｍ
前
後

の
般は

ん

若に
ゃ

寺じ

丘
陵
と
呼
ば
れ
て
い
る
丘
陵
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
高
さ
３
・
35
ｍ
の
石

製
の
層そ

う

塔と
う

と
呼
ば
れ
て
い
る
形
式
の
「
七

重
塔
」
が
１
基
あ
り
ま
す
（
写
真
１
）。

層
塔
と
は
、
同
じ
階
（
屋
根･

笠
）
を
何

層
に
も
重
ね
、
一
番
上
に
相そ

う

輪り
ん

を
立
て
た

も
の
で
す
。
塔
の
下
部
に
あ
る
軸
部
と
呼

ば
れ
る
六
面
体
の
石
は
一
片
50
㎝
程
で
、

四
面
に
仏
を
表
す
梵ぼ

ん

字じ

が
薬や

研げ
ん

彫ぼ

り
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

梵
字
が
小
さ
い
点
や
、
他
の
層

塔
に
比
べ
て
や
や
軸
部
が
長
い

特
徴
は
、
現
在
の
兵
庫
県
を
中

心
に
作
ら
れ
た
塔
の
か
た
ち
に

似
て
い
ま
す
。
石
材
は
花か

崗こ
う

岩が
ん

で
す
が
、

カ
リ
ウ
ム
を
多
く
含
む
長
石
の
た
め
表
面

が
ピ
ン
ク
色
を
し
て
お
り
、
兵
庫
県
六ろ
っ

甲こ
う

山さ
ん

系
石
材
（
本
御み

影か
げ

石
）
に
多
い
特
徴
で

す
。
石
材
の
帯た
い

磁じ

率り
つ

（
物
質
の
磁
化
の
程

度
を
示
す
割
合
）
を
調
べ
る
と
六
甲
山
系

石
材
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
石
材
の
産
地
と
塔
の
か
た
ち

を
併
せ
て
考
え
る
と
、
関
西
地
方
で
造
ら

れ
た
も
の
が
太
宰
府
に
運
ば
れ
て
き
た
こ

と
が
推
定
で
き
ま
す
。

　

塔
の
か
た
ち
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
に
製

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
つ
か

ら
般
若
寺
の
丘
陵
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の

か
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代

の
地
誌
『
筑ち

く

陽よ
う

記き

』
十
の
記
載
に
「
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

堂
ハ
観
世
音
寺
四
十
九
院
之
内
般
若
寺

之
旧
跡
也
、
後
ノ
山
二
七
重
石
塔
ア
リ
」

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
江

戸
時
代
に
は
般
若
寺
丘
陵
上
に
七
重
石
塔

の
存
在
が
確
認
で
き
ま
す
。
地
元
の
言
い

伝
え
に
よ
る
と
、
天
明
年
間
（
１
７
８
１

～
１
７
８
９
年
）
の
飢き

饉き
ん

の
際
に
、
現
在

の
塔
が
あ
る
場
所
の
下
を
掘
っ
た
そ
う
で

す
。
飢
え
を
し
の
ぐ
た
め
お
金
に
な
る
宝

が
な
い
か
探
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
際
に
塔
を
現
在
地
よ
り
南
側
に
移
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
移
動
し
た
先
で
ハ
ゼ

の
木
の
根
に
よ
り
塔
が
傾
い
た
た
め
か
、

昭
和
22
年
ご
ろ
に
現
在
位
置
に
戻
し
た
そ

う
で
す
。
昭
和
51
年
に
修
理
工
事
を
行
っ

て
い
ま
す
。
写
真
２
は
塔
が
写
っ
た
古
い

絵
ハ
ガ
キ
で
す
。
文
字
な
ど
か
ら
大
正
～

昭
和
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
塔
の

下
の
盛
り
土
が
無
い
こ
と
や
塔
の
周
り
に

写
っ
て
い
る
ハ
ゼ
の
木
と
の
位
置
関
係
か

ら
も
、
塔
が
現
在
地
よ
り
南
側
に
建
っ
て

い
た
昭
和
22
年
以
前
の
写
真
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
昔
か
ら
絵
ハ
ガ
キ
に
と
り
あ
げ
ら

れ
る
ほ
ど
の
名
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

塔
の
周
辺
は
野
原
か
ら
宅
地
へ
景
観
が

大
き
く
変
化
し
ま
し
た
が
、
塔
は
地
元
の

人
た
ち
に
よ
り
守
ら
れ
て
、
昭
和
29
年
３

月
に
国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
そ
の

姿
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

七
重
塔（
石
造
）国
指
定
重
要
文
化
財

―
鎌
倉
時
代
後
期
―

写真１　現在の般若寺層塔（西から）

写真２　絵ハガキ「般若寺古塔」（個人蔵）（南から）
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宮
ノ
本
古
墳
群
は
、
今
は
学
校
建
設
や

造
成
工
事
に
よ
っ
て
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
太
宰
府
西
小
学
校
と
太
宰
府
西
中
学

校
の
建
設
と
土
地
区
画
整
理
事
業
に
先
立

つ
発
掘
調
査
に
よ
り
詳
細
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

  

こ
の
古
墳
群
が
位
置
す
る
佐
野
地
区
は
、

弥
生
時
代
前
期
（
今
か
ら
約
２
３
０
０
年

前
）
に
は
ム
ラ
が
作
ら
れ
、
弥
生
時
代
後

期
（
今
か
ら
約
２
０
０
０
年
前
）
に
な
る

と
広
範
囲
に
広
が
る
よ
う

に
な
り
、
周
辺
の
ム
ラ
を

ま
と
め
る
有
力
者
が
生
ま

れ
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
宮
ノ

本
古
墳
群
は
、
弥
生
時
代
か
ら
地
元
を
治

め
て
き
た
有
力
者
の
墓
と
し
て
古
墳
時
代

前
期
（
今
か
ら
約
１
８
０
０
年
前
）
に
築

か
れ
た
古
墳
群
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

宮
ノ
本
古
墳
群
は
、
標
高
70ｍ
ほ
ど
の

丘
陵
上
に
築
か
れ
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調

査
に
よ
っ
て
、
16
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
古
墳
の
形
は
正
方
形
に
作
ら

れ
た
方
墳
が
多
く
、
死
者
を
葬
っ
た
埋ま
い

葬そ
う

施
設
は
板
石
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
箱は
こ

式し
き

石せ
っ

棺か
ん

が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で

も
六
号
墳
で
確
認
さ
れ
た
箱
式
石
棺
か

ら
は
20
歳
代
の
男
女
２
体
の
人
骨
が
出
土

し
、
男
性
を
埋
葬
し
た
後
に
女
性
を
追
葬

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
円
墳
で
あ
る
12
号

墳
で
は
首
長
を
葬
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
特

別
な
棺
で
あ
る
割わ
り

竹た
け

形が
た

木も
っ

棺か
ん

が
用
い
ら

れ
、
中
か
ら
流
り
ゅ
う

雲う
ん

文も
ん

縁ぶ
ち

一い
っ
せ
ん仙
五ご

獣
じ
ゅ
う

鏡き
ょ
う
と

呼
ば
れ
る
中
国
で
製
作
さ
れ
た
青
銅
鏡
が

副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
佐
野
地
区

を
治
め
た
有
力
者
の
墓
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

宮
ノ
本
古
墳
群
に
は
、
古
墳
の
他
に
も

丘
陵
の
中
腹
斜
面
に
同
時
期
の
土
壙
墓
や

土
器
を
棺
に
用
い
た
土
器
棺
墓
、
石
棺
墓

が
確
認
さ
れ
、丘
陵
上
が
首
長
層
の
墓
域
、

丘
陵
斜
面
が
首
長
層
以
外
の
墓
域
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

 

文
化
財
課　

沖
田
正
大 

12号墳主体部

12号墳出土青銅鏡
（九州国立博物館にて展示中）

古墳分布図

12号墳

大佐
野川

15号墳

10号墳

9号墳

8号墳11号墳
6号墳

4号墳

3号墳
5号墳

2号墳

1号墳

7号墳

16号墳

13号墳
14号墳

市立太宰府西中学校市立
太宰府西
小学校

市立太宰府西中学校市立
太宰府西
小学校

福
岡
筑
紫
野
線
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今
年
の
６
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
榎
社

境
内
で
大
宰
府
条
坊
跡
第
３
１
５
次
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
は
県
道
観
世

音
寺
二
日
市
線
拡
幅
工
事
に
伴
い
、
ク
ス

ノ
キ
を
移
植
す
る
た
め
境
内
東
側
の
一
角

を
対
象
に
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

調
査
地
で
あ
る
榎
社
は
、
菅
原
道
真
が

晩
年
を
過
ご
し
た
で
あ
ろ
う
場
所
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
昌

し
ょ
う

泰た
い

４
（
９
０
１
）

年
に
、
右
大
臣
の
位
で
あ
っ
た
菅
原
道
真

は
、
藤
原
時
平
の
策
略
に
よ
り
京
か
ら
大

宰
府
へ
大
宰
権
帥
と
し
て
左
遷
さ
れ
、
２

年
の
間
こ
の
地
で
生
活
を
し
て
い
た
と
さ

れ
ま
す
。
こ
の
発
掘
調
査
で
は
、
菅
原
道

真
が
大
宰
府
に
在
所
し
た
頃
の
建
物
跡
や

溝
跡
が
発
見
さ
れ
、
土
器
な
ど
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
溝
跡
か
ら
は
埋
納
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
土は

師じ

器き

の
甕
が
出
土

し
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
土
師
器
の
甕
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

写
真
の
土
器
は
、
土
師
器
と
呼
ば
れ
る

素
焼
き
の
甕
で
、大
き
さ
は
直
径
約
33
㎝
、

高
さ
は
約
25
㎝
を
測
り
ま
す
。
甕
の
厚
み

は
約
１
㎝
を
測
り
、
し
っ
か
り
し
た
作
り

の
深
い
ボ
ウ
ル
型
で
す
。
表
面
に
は
板
状

の
工
具
を
用
い
て
叩
い
て
整
形
し
た
痕
が

み
ら
れ
ま
す
。
橙
色
に
焼
き
あ
が
っ
て
い

ま
す
が
、
焼
い
た
際
の
煤
が
付
着
し
た
た

め
黒
色
の
部
分
も
み
ら
れ
ま
す
。
甕
の
中

は
土
が
充
満
し
て
い
る
状
態
で
、
こ
の
土

を
除
去
し
て
い
く
と
土
師
器
の
坏つ

き

が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
11
枚
は
確
認

で
き
、
い
ず
れ
も
径
約
11
㎝
、
高
さ
約
２
・

5
㎝
を
測
り
ま
す
。
い
く
つ
か
の
坏
は
傾

い
て
い
る
状
態
で
入
っ
て
い
ま
す
が
、
あ

る
程
度
重
ね
て
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
乱
雑

に
入
れ
ら
れ
た
状
態
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

溝
跡
か
ら
は
甕
の
ほ
か
に
、
土
師
器
や

須す

恵え

器き

の
坏
・
皿
と
い
っ
た
土
器
、
瓦
片

な
ど
た
く
さ
ん
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し

た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
破
片
で
見
つ
か
っ

て
お
り
、
使
い
終
わ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
写
真
の

甕
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
形
品
に
近
く
、
内

部
に
は
土
師
器
の
坏
を
入
れ
た
状
態
で
見

つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
出
土
土

器
と
は
異
な
り
、
目
的
を
持
っ
て
納
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
調
査
で

見
つ
か
っ
た
場
所
は
溝
の
中
で
、
過
去
の

事
例
か
ら
、
地
鎮
と
し
て
埋
納
さ
れ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

出
土
し
た
甕
と
坏
は
そ
の
形
や
特
徴
か

ら
9
世
紀
後
半
か
ら
10
世
紀
初
頭
頃
の
も

の
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
甕
が
出
土
し

た
溝
跡
も
ほ
ぼ
同
様
の
時
代
で
あ
り
、
菅

原
道
真
が
大
宰
府
に
在
所
し
た
頃
と
重

な
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
も

し
か
し
た
ら
菅
原
道
真
も
、
こ
の
甕
の
埋

納
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

文
化
財
課　

中
村　

茂
央

埋
納
さ
れ
た
甕か

め　

９
世
紀
後
半
か
ら
10
世
紀
初
頭

大
宰
府
条
坊
跡
第
３
１
５
次
調
査

整理作業中の土師器甕と納められた坏
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日ひ

吉よ
し

神じ
ん

社じ
ゃ

は
、
観
世
音
寺
の
北
側
丘
陵

上
に
あ
り
、
66
段
の
石
段
を
登
る
と
正
面

に
拝
殿
、
そ
の
背
後
に
本
殿
が
並
ん
で
い

ま
す
。

　

本
殿
は
、
前
方
に
屋
根
が
長
い
流

な
が
れ

造
づ
く
り

で
、
屋
根
は
銅ど

う

板ば
ん

葺ぶ
き

で
す
。
建
物
の
側
面

に
は
霧き

り

除よ

け
と
い
う
板
が
あ
り
、
細
部
が

よ
く
見
え
ま
せ
ん
が
、
ご
神
体
を
祀
る
本

体
部
分
（
身も

舎や

）
の
四
隅
の
柱
は
円
柱
で
、

そ
の
柱
上
で
軒の

き

を
支
え
る
組く

み

物も
の

は
斗ま

す

を
３

つ
並
べ
（
平ひ

ら

三み
つ

斗ど

）、
組
物
の
間
に
は
蟇

か
え
る

股ま
た

を
配
し
て
い
ま
す
。
軒
は
密
に
並
ん
だ

垂た
る

木き

が
二
段
に
な
り
（
二ふ

た

軒の
き

）、
身も

舎や

の

三
方
に
は
縁え

ん

と
跳は

ね

高こ
う

欄ら
ん

が
廻
り
ま
す
。
正

面
の
向ご

拝は
い

は
面
取
り
を
し
た
角
柱
に
水み

ず

引ひ
き

虹こ
う

梁り
ょ
うを
渡
し
、
身
舎
柱
と
海え

老び

虹こ
う

梁り
ょ
うで
つ

な
い
で
い
ま
す
。
水み

ず

引ひ
き

虹こ
う

梁り
ょ
うの
両
側
に
は

渦
と
若
葉
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
模

様
（
絵え

様よ
う

）
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
向
拝

柱
上
は
斗
が
４
つ
並
び
（
連つ

れ

三み
つ

斗ど

）、
水み

ず

引ひ
き

虹こ
う

梁
り
ょ
う

上
に
は
蟇
股
を
配
し
て
い
ま
す
。

正
面
に
は
浜は

ま

縁え
ん

・
浜は

ま

床ゆ
か

と
木き

階ざ
は
し

（
階
段
）

を
つ
け
、
身も

舎や

正
面
に
は
板
戸
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
装
飾
が
少
な

い
杉
材
の
素し

ら

木き

造づ
く
りの
た
め
、
太
宰
府
天
満

宮
本
殿
の
よ
う
な
豪
華
さ
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
シ
ン
プ
ル
で
丁
寧
な
造

り
が
、
逆
に
荘
厳
さ
を
増
し

て
い
ま
す
。

　

本
殿
の
建
築
年
代
に
つ
い

て
は
、
棟む

な

札ふ
だ

や
墨ぼ

く

書し
ょ

な
ど
が

未
確
認
の
た
め
、
明
確
に
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
蟇
股
や
虹こ

う

梁り
ょ
うの
絵え

様よ
う

な
ど
の
様
式
か
ら

17
世
紀
後
半
の
建
築
と
推
測

さ
れ
ま
す
。昭
和
に
な
っ
て
、

屋
根
の
葺
替
え
と
床
板
の
張

替
え
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
改
造
が
少
な
く
江
戸
時

代
の
状
態
を
良
好
に
残
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
27
年

10
月
20
日
に
市
の
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
課　

宮
崎
亮
一
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平
成
28
年
５
月
か
ら
朱
雀
六
丁
目
の
榎

社
境
内
で
、
県
道
拡
幅
工
事
に
伴
う
樹
木

の
移
植
に
先
立
っ
て
大
宰
府
条
坊
跡
３
１

５
次
調
査
と
し
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

こ
の
場
所
は
菅
原
道
真
が
最
晩
年
の
２

年
間
を
過
ご
し
た
故
地
と
さ
れ
、
道
真

が
残
し
た
漢
詩
集
『
菅か

ん

家け

後こ
う

草そ
う

』
に
あ

る
「
南な

ん

館か
ん

」
の
推
定
地

で
あ
り
、
道
真
の
世
話

を
し
た
浄

じ
ょ
う

妙み
ょ
う

尼に

（
も
ろ

尼
御ご

前ぜ
ん

）
に
ち
な
み
治

安
３
（
１
０
２
３
）
年

に
藤
原
惟こ

れ

憲の
り

が
「
浄
妙

院
」
を
建
立
し
、
康
和

３
（
１
１
０
１
）
年
に

大
江
匡ま

さ

房ふ
さ

に
よ
り
こ
こ

を
旅
所
と
す
る
神
幸
祭

が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
境
内
に
大
き

な
榎
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
い
つ
の
頃
か
ら
か

「
榎

え
の
き

寺
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
、
現
在
で
は
「
榎
社
」

と
呼
ば
れ
る
太
宰
府
天

満
宮
が
管
理
す
る
社
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
南
館
」
は
天
神
縁
起
絵
巻
で
は
か
つ
て

天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
衣
を
、
道
真
が
涙

し
て
な
が
め
る
場
面
が
描
か
れ
た
舞
台
と

し
て
も
有
名
な
場
所
で
す
（
図
１
）。

　

平
成
12
年
の
境
内
地
整
備
に
伴
う
発
掘

調
査
で
は
、
敷
地
の
北
側
で
は
東
西
を
貫

く
十
一
条
目
の
条
路
の
側
溝
が
、
現
在
の

社
殿
前
の
参
道
下
で
は
轍わ

だ
ち

と
帯
状
の
通
行

痕
跡
が
見
つ
か
り
、
敷
地
南
側
で
は
奈
良

時
代
の
掘
立
柱
建
物
と
平
安
時
代
の
整
地

な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
奈
良

時
代
の
条
坊
側
溝
、
平
安
時
代

の
溝
や
掘
立
柱
建
物
、
井
戸
な

ど
が
複
数
み
つ
か
り
、
溝
か
ら

は
祭
祀
に
使
わ
れ
た
坏
を
重
ね

て
入
れ
た
カ
メ
（
広
報
だ
ざ
い

ふ
平
成
28
年
11
月
１
日
号
「
太

宰
府
の
文
化
財
」
掲
載
）
な
ど

が
出
土
し
ま
し
た
。
掘
立
柱
建

物
は
時
代
の
異
な
る
東
西
に
長

い
建
物
が
３
棟
発
見
さ
れ
、
そ

の
う
ち
の
１
棟
（
図
２
の
緑
色

の
建
物
）
と
溝
（
図
２
の
青
色

で
囲
ま
れ
た
範
囲
）
か
ら
は
９

世
紀
後
半
か
ら
10
世
紀
前
半
の

遺
物
が
出
土
し
、
は
じ
め
て
菅

原
道
真
が
在
世
し
た
時
代
と
同

じ
時
期
の
建
物
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
溝

と
掘
立
柱
建
物
の
両
者
と
も
に
道
真
が
書

き
残
し
た
自
ら
の
居
所
で
あ
っ
た「
南
館
」

を
考
察
す
る
に
は
貴
重
な
遺
構
で
あ
り
、

境
内
地
の
地
下
に
は
今
回
の
調
査
で
往
時

の
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
形
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
発
見
さ
れ
た
建
物
跡
な
ど
の
遺
構

は
、
協
議
に
よ
り
地
下
に
保
存
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。文

化
財
課　

山
村
信
栄

榎
社
で
の
発
掘
調
査
と
菅
原
道
真

―「
南
館
」調
査
の
手
が
か
り
―

図１　恩賜御衣　「北野天神縁起絵巻」巻４（承久本　北野天満宮所蔵） 

図２　今回発見された平安時代の建物と溝（南から）


	371-379.pdf
	371-378.pdf
	371-377.pdf
	371-376.pdf
	371-375.pdf
	371-374.pdf
	371-373.pdf
	371-372.pdf
	935_P40.pdf
	936_P38

	937_P40

	938_P36

	939_P32

	940_P34

	941_P36

	942_P40

	943_P32

	944_P34



