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西
鉄
二
日
市
駅
北
側
で
見
つ
か
っ
た
古

代
の
客
館
跡
で
は
、
外
国
使
節
が
滞
在
し
た

大
型
建
物
や
、
日
本
・
唐
・
新
羅
の
高
級
食

器
が
次
々
と
見
つ
か
り
話
題
と
な
り
ま
し

た
。
唐
で
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
喫
茶
の
茶

器
な
ど
も
あ
り
、
大
陸
の
先
進
文
化
が
い
ち

早
く
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
、
以
前
こ
の

コ
ー
ナ
ー
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
客
館
跡
か
ら
出
土
し
た
水
晶
・

メ
ノ
ウ（
瑪
瑙
）に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

水
晶
・
メ
ノ
ウ
は
、
い
ず
れ
も
石せ

き

英え
い

（
ク

オ
ー
ツ
）
と
い
う
鉱
物
で
す
。
透
明
な
も

の
を
水
晶
と
い
い
、
六
角
柱
の
美
し
い
結

晶
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
英
が

層
状
に
沈
殿
す
る
こ
と
で
美
し
い
縞
模
様

が
入
っ
た
も
の
を
メ
ノ
ウ
と
い
い
ま
す
。

メ
ノ
ウ
は
、
古
代
に
は
「
馬
脳
」
と
書
か

れ
、
模
様
が
馬
の
脳
に
似
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
よ
う
で
す
。こ
れ
ら
は
玉（
ぎ
ょ
く
）

と
分
類
さ
れ
て
お
り
、
宝
玉
と
し
て
加
工

さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

の
用
途
も
あ
り
ま
し
た
。

　

写
真
は
、
上
の
石
が
メ
ノ
ウ
で
、
美
し

い
白
い
縞
模
様
が
み
え
ま
す
。
下
の
二
つ

が
水
晶
で
す
。
結
晶
化
し
て
い
る
透
明
の

部
分
で
六
角
柱
の
一
部
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

　

水
晶
は
、
大
宰
府
政
庁
の
中

ち
ゅ
う

門も
ん

・
南な

ん

門も
ん

の
地じ

鎮ち
ん

具ぐ

な
ど
に
使
わ
れ
た
例
な
ど
あ
り

ま
す
が
、
市
内
の
出
土
例
は
わ
ず
か
で
す
。

メ
ノ
ウ
の
原
石
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く

市
内
で
は
出
土
例
は
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
客
館
跡
の
基
盤
と
な
る
地
層

は
こ
う
し
た
石
を
含
ま
な
い
粘
土
や
砂
な

の
で
、
こ
れ
ら
は
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

も
の
で
し
ょ
う
。

　

古
代
の
客
館
は
、
外
国
使
節
が
持
ち
込

ん
だ
品
々
と
日
本
の
品
物
を
交
換
す
る
、

す
な
わ
ち
交
易
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

交
易
の
た
め
日
本
が
準
備
し
た
も
の
に
は
、

絹
の
真
綿
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
か
に

も
火ひ

打う
ち

石い
し

と
し
て
水
晶
・
メ
ノ
ウ
が
海
外

に
輸
出
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
火
打
石
と
し
て
、
ま

た
そ
う
し
た
交
易
品
と
し
て
、
取
り
扱
わ

れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
現
代
の
分
類
で
は
水
晶
や

メ
ノ
ウ
と
は
呼
べ
な
い
白
い
石
英
の
塊
も
、

客
館
跡
か
ら
い
く
つ
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
石
も
火
打
石
や
交
易
品
だ
っ

た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
客
館
跡
と
い

う
特
別
な
場
所
か
ら
見
つ
か
っ
た
か
ら
こ

そ
、
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
思
い
が
め

ぐ
り
ま
す
。

（
海
を
渡
っ
た
水
晶
・
メ
ノ
ウ
に
つ
い
て
は
、

九
州
国
立
博
物
館
４
階
・
文
化
交
流
展
示

室
の
遣
唐
使
船
コ
ー
ナ
ー
で
も
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。）
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井
上
信
正

客
館
の
水
晶
・
メ
ノ
ウ

客
館
跡（
特
別
史
跡
大
宰
府
跡
・
朱
雀
三
丁
目
）
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パ
ー
ツ
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
使
わ
れ
た
五
輪
塔
の
空く
う

風ふ
う

輪り
ん

と
火
輪

は
古
い
も
の
で
す
が
、
地ち

輪り
ん

、
水
輪
は

別
の
新
し
い
も
の
で
す
。
塔
の
高
さ
は

１
５
７
㎝
で
す
。

　

１
号
塔
の
火
輪
、
水
輪
、
２
号
塔
の
空

風
輪
、
火
輪
を
調
べ
る
と
、
空
風
輪
や
火

輪
、
水
輪
の
形
状
や
バ
ラ
ン
ス
が
整
っ
て

い
る
こ
と
、
復
元
し
た
五
輪
塔
の
大
き
さ

が
１
５
０
～
１
８
０
㎝
以
上
の
大
き
さ
に

な
る
こ
と
、
無
銘
で
種し
ゅ

子し

（
仏
を
表
す
文

字
）が
な
い
こ
と
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
中
世
律
宗
の
本
拠
地
で

あ
る
奈
良
県
西さ
い

大だ
い

寺じ

や
そ
の
関
連
寺
院
で

見
ら
れ
る
石
塔
と
多
く
の
共
通
点
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
戒
壇
院
境
内
の
２
つ
の
石
塔

は
、
中
世
律
宗
（
西
大
寺
流
）の
影
響
を
受

け
た
五
輪
塔
を
使
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
と

い
え
ま
す
。

　

古
代
の
戒
壇
院
は
、
観
世
音
寺
に
属
し

「
天
下
の
三
戒
壇
」
と
し
て
著
名
で
あ
り
、

鑑
真
以
来
の
戒
律
を
伝
え
る
日
本
を
代
表

す
る
寺
院
の
１
つ
で
す
。
観
世
音
寺
は
平

安
時
代
以
降
、
天
台
宗
の
影
響
が
強
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
時
期
の
戒
壇
院
に

つ
い
て
は
文
献
資
料
も
少
な
い
た
め
実
態

が
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
２
つ

の
石
塔
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
戒

壇
院
に
存
在
し
て
い
る
の
か
詳
し
く
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
大
宰
府
の
中
世
史
を
考

え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
石
造
物

と
い
え
ま
す
。
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髙
橋　

学

戒か
い
だ
ん
い
ん

壇
院
境
内
の
石
塔

―
中
世
律り

っ
し
ゅ
う

宗
の
影
響
を
う
け
た
五ご

輪り
ん

塔と
う

部ぶ

材ざ
い

　

―

�

　
十
四
世
紀

　

観
世
音
寺
に
隣
接
す
る
戒
壇
院
の
境
内

の
石
塔
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
戒
壇
院

境
内
の
南
西
に
火か

輪り
ん

、
水す
い

輪り
ん

が
組
み
合
わ

さ
れ
た
塔
が
あ
り
、
こ
れ
を
便
宜
的
に
１

号
塔
と
し
ま
す
。
も
う
１
つ
は
本
堂
の
西

側
に
、
僧
鑑が
ん

真じ
ん

の
供
養
塔
と
も
開
山
塔
と

も
伝
わ
る
五
輪
塔
（
仏
教
で
使
わ
れ
る
供

養
塔
、
墓
石
の
一
種
で
地
・
水
・
火
・
風
・

空
の
五
大
要
素
を
表
す
パ
ー
ツ
で
構
成
さ

れ
る
）が
あ
り
、
こ
れ
を
２
号
塔
と
し
ま
す
。

１
号
塔
は
花
崗
岩
製
で
、
表
面
は
無
文
で

彫
刻
や
銘
文
は
あ
り
ま
せ
ん
。
火
輪
、
水

輪
で
構
成
さ
れ
て
、
別
の
塔
の
相そ
う

輪り
ん

の
破

片
が
火
輪
の
上
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
塔

の
高
さ
は
83
・
７
㎝
で
す
。

　

２
号
塔
は
花
崗
岩
製
で
色
々
な
石
塔
の

１号塔

相輪
（他の石塔からの転用）

水輪

火輪

２号塔

水輪

空輪

風輪

地輪

火輪

台座
（層塔の転用）
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今
回
は
、
平
成
５
年
度
と
平
成
25
年
度

に
実
施
し
た
国
分
三
丁
目
で
の
発
掘
調
査

で
見
つ
か
っ
た
木
材
の
水
漬
け
遺
構
を
紹

介
し
ま
す
。
調
査
地
は
四
王
寺
山
か
ら
御

笠
川
に
向
か
っ
て
広
が
る
沖
積
地
に
立
地

し
て
お
り
、
遺
構
が
形
成
さ
れ
る
地
盤
は

地
下
水
位
が
高
く
、
遺
構
を
少
し
掘
り
下

げ
る
と
水
が
湧
く
状
態
で
し
た
。

り
、
当
時
の
加
工
道
具
の
主
流
で
あ
っ
た

石
器
で
も
、
削
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
水
漬
け
遺
構
に
は
、
伐

採
直
後
の
粗
加
工
の
段
階
の
も
の
か
ら
製

品
に
近
い
段
階
の
も
の
ま
で
が
含
ま
れ
、

こ
の
場
所
で
一
連
の
木
器
製
作
が
行
わ
れ

て
い
た
事
を
示
し
ま
す
。
調
査
地
の
北
東

で
は
、
同
時
期
の
円
形
の
住
居
群
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
所
が
集
落
に
お
け

る
材
木
加
工
作
業
場
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
調
査
に
よ
っ
て
弥
生
人
た
ち
生
活

の
知
恵
や
当
時
の
営
み
を
垣
間
見
る
貴
重

な
成
果
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

弥
生
人
の
知
恵
・
木
材
水
漬
け
遺
構

―
国
分
千
足
町
遺
跡
第
４
・
８
次
調
査

今月の市民遺産情報

写真①
材木の水漬け遺構

写真②
加工痕のある材木

写真③
縦割りした木材

写真④　第 4次調査の水漬け遺構

弥生時代中期の国分地区の集落域

写真⑤　匙未製品

　

調
査
で
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
２
千
年
前

の
弥
生
時
代
中
期
の
倉
庫
と
見
ら
れ
る
掘

立
柱
建
物
と
、
土
坑
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
写
真
①
の
土
坑
（
第
８
次
調
査
）

で
は
、
直
径
約
１
３
０
㎝
、
深
さ
約
60
㎝

の
穴
の
中
に
加
工
途
中
の
材
木（
写
真
②
）

や
、
丸
太
を
縦
に
二
分
し
た
木
材
（
写
真

③
）
な
ど
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
調
査

中
も
ち
ょ
う
ど
木
材
が
浸
る
く
ら
い
の
高

さ
ま
で
水
が
溜
ま
る
状
況
で
、
こ
の
湧
き

出
る
地
下
水
を
利
用
し
て
、
木
材
を
水
漬

け
し
て
保
管
し
て
い
た
土
坑
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
写
真
④
の
土
坑（
第
４
次
調
査
）

で
は
、
同
様
の
割
材
の
他
に
、
堅
杵
や
作

り
か
け
の
匙さ
じ

の
破
片
（
写
真
⑤
）
も
出
土

し
ま
し
た
。

　

木
材
を
水
に
漬
け
て
保
管
す
る
手
法

（
水
中
貯
木
・
水
中
乾
燥
）
は
現
代
に
お

い
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
水
漬
け
す
る
こ

と
で
生
木
に
含
ま
れ
る
樹
液
を
追
い
出

し
、
乾
燥
時
の
ヒ
ビ
割
れ
や
反
り
を
防
ぐ

効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
を
浸
透
さ

せ
る
こ
と
で
材
木
の
表
面
が
柔
ら
か
く
な

「隈麿公のお墓」（市民遺産第７号）春まつり開催
日時　４月 15日㈯　
　　　午前 10時過ぎ～ (30 分程度 )
場所　隈麿墓前（朱雀三丁目、榎納骨堂敷地内）

居住域
（国分松本遺跡・国分千足町遺跡）

衣掛天満宮
筑前国分尼寺跡

国分共同利用施設こくぶ保育園

墓域

第 4次調査

第 8次調査

材木加工作業場
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４
月
に
特
別
史
跡
水
城
跡
の
東
門
跡
に

保
存
整
備
事
業
の
一
つ
と
し
て「
水
城
館
」

が
開
館
し
ま
し
た
。
市
で
は
特
別
史
跡
水

城
跡
の
整
備
を
行
う
た
め
、
平
成
26
年
度

か
ら
東
門
跡
周
辺
で
発
掘
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
回
、
紹
介
す
る
木
樋
も
平
成

28
年
11
月
か
ら
実
施
し
た
発
掘
調
査
に
よ

り
再
確
認
し
ま
し
た
。

　

水
城
は
、約
１
３
５
０
年
前
に
築
か
れ
、

大
宰
府
を
防
衛
し
た
長
さ
約
１
・
２
㎞
、

幅
約
80
ｍ
の
土ど

塁る
い

と
濠ほ
り

で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
濠
は
博
多
側
の
外
濠
と
太
宰
府
側

の
内
濠
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
濠

を
つ
な
ぎ
、
内
濠
か
ら
外
濠
に
水
を
送
っ

た
も
の
が
木
樋
で
す
。

　

こ
の
木
樋
は
、
昭
和
６
年
に
旧
国
道
３

号
（
現 

県
道
１
１
２
号
）
の
建
設
の
際

に
移
設
し
た
家
屋
の
井
戸
工
事
に
よ
り

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
調
査
は
、
九

木
技
術
の
高
さ
と
併
せ
、
建
築
技
術
の
状
況

を
物
語
る
貴
重
な
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

　

木
樋
は
保
存
の
た
め
、
埋
め
戻
し
ま
し

た
が
、
水
城
館
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
に
開
館
し
た
水
城
館
は
、
ト
イ
レ

や
休
憩
ス
ペ
ー
ス
と
と
も
に
水
城
跡
の
歴

史
を
紹
介
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

水
城
館
で
水
城
跡
の
歴
史
に
触
れ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
（
施
設
の
紹
介
は

４
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

文
化
財
課　

沖
田
正
大

86
年
ぶ
り
の
木も

く

樋ひ

　

―
水
城
跡
第
62
次
調
査-

特
別
史
跡
水
城
跡

（
７
世
紀
、水
城
・
国
分
）

図１　木樋模式図

写真 1　木樋全景（南東から）

州
帝
国
大
学
国
史
学
科
教
授
の
長な

が

沼ぬ
ま

賢け
ん

海か
い

氏
の
指
揮
の
も
と
行
わ
れ
、
後
に
九
州
歴

史
資
料
館
館
長
を
務
め
た
鏡

か
が
み

山や
ま

猛た
け
し

氏
も

学
生
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調

査
で
木
樋
の
取し

ゅ

水す
い

口こ
う

や
吐と

水す
い

口こ
う

も
発
見
さ

れ
、
水
城
跡
の
構
造
解
明
に
貴
重
な
成
果

を
残
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
86
年
ぶ
り
に
確
認
し
た
木
樋
の

一
部
は
抜
き
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
調

査
区
の
両
端
に
は
蓋ふ

た

板い
た

、
側そ

く

板ば
ん

、
底そ

こ

板い
た

を

確
認
し
、
木
樋
が
設
置
さ
れ
た
当
時
に
近

い
形
で
残
っ
て
い
ま
し
た
。
確
認
し
た
木

樋
は
内
法
で
幅
約
１
２
０
㎝
、高
さ
64
㎝
、

各
部
材
の
厚
み
は
蓋
板
８
㎝
、側
板
19
㎝
、

底
板
29
㎝
と
、
か
な
り
大
き
な
木
材
が
使

わ
れ
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
部
材
の
継
ぎ
目
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

加
工
が
施

ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま

し
た
。
底
板
は
２
枚
の
板
を
つ
な
ぎ
合
わ

せ
る
た
め
、
片
方
の
底
板
の
側
面
に
凸と

つ

加

工
、も
う
片
方
の
側
面
に
凹お

う

加
工
を
施
し
、

噛
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
つ
な
い
で
い
ま
す

（
図
１
）。
こ
の
ほ
か
、
つ
な
ぎ
目
に
穴
を

開
け
、
板
を
差
し
込
み
、
底
板
の
ズ
レ
を

防
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
ホ
ゾ
穴
加
工
も
確

認
し
ま
し
た
（
写
真
１
）。
さ
ら
に
、
底

板
と
側
板
に
も
凹
凸
の
加
工
が
施
さ
れ
、

板
同
士
を
噛
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
つ
な
い

だ
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
（
図
１
）。

　

こ
の
加
工
技
術
は
、
建
築
技
術
が
基
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
土

蓋板

側板

側板 底板

←ホゾ穴

底板
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３
月
９
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
、

４
月
10
日
付
け
で
、
次
の
２
件
が
新
た
に

太
宰
府
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

破
片
な
ど
合
わ
せ
て
全
国
で
11
例
し
か
現

存
し
て
い
な
い
希
少
な
も
の
で
す
。ま
た
、

天
台
寺
院
と
し
て
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
隆
盛
し
た
原
山
と
大
陸
と
の
結
び
つ
き

や
四
王
寺
山
周
辺
に
展
開
し
た
寺
院
の
関

係
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
す
。

文
化
財
課

新
指
定
さ
れ
た
文
化
財

た
。
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
は
、
こ
れ
で

合
計
32
件
と
な
り
ま
す
。

■
有
形
文
化
財
（
２
件
）

菖し
ょ
う

蒲ぶ
が
う
ら浦
第
１
号
墳
出
土
品

　

所
有
者
：
市

　

菖
蒲
浦
古
墳
群
は
、
高
雄
二

丁
目
の
丘
陵
上
に
位
置
し
、
太

宰
府
南
小
学
校
建
設
に
伴
っ
て
、

昭
和
50
年
に
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
号
墳
は
、
５
世
紀
の
初
め

に
築
造
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

径
約
15
～
16
ｍ
の
円
墳
で
、
主

体
部
は
７
基
確
認
さ
れ
、
墳
丘

中
央
に
割わ
り

竹た
け

形が
た

木も
っ
か
ん棺

が
２
基
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
割
竹
形
木
棺

の
ひ
と
つ
か
ら
は
、
方ほ
う

格か
く

規き

矩く

鏡き
ょ
う１
面
、
鉄
剣
１
点
、
鉄
刀
１
点
、

刀
子
３
点
、
鉄
斧
１
点
、
鋤
先

１
点
、
鉇
や
り
が
ん
な１

点
、
針
１
点
、
勾ま
が

玉た
ま

１
点
、
臼う
す

玉だ
ま

１
８
０
点
な
ど

の
豊
富
な
副
葬
品
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
方
格

規
矩
鏡
に
は
鏡
を
包
ん
で
い
た
布
が
残
っ

て
お
り
、
分
析
の
結
果
、
葛く
ず

の
繊
維
で
織

ら
れ
た
葛
布
と
考
え
ら
れ
、
現
存
す
る
日

本
最
古
の
葛
布
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
は
、
豊
富
な
副
葬
品
を
有
し

て
お
り
、
こ
の
地
域
を
治
め
て
い
た
首
長

と
推
測
さ
れ
ま
す
。
割
竹
形
木
棺
と
い
う

畿
内
の
墓
制
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
大
和

政
権
が
こ
の
よ
う
な
中
小
首
長
に
ま
で
支

配
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
貴
重

な
資
料
で
す
。

銭せ
ん
こ
う
し
ゅ
く

弘
俶
八は
ち

万ま
ん

四よ
ん

千せ
ん

塔と
う

方ほ
う

立だ
て

　

所
有
者
：
市

　

銭
弘
俶
八
万
四
千
塔
と
は
、
中
国
五
代

十
国
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
呉ご

越え
つ

国
（
９
０

７
～
９
７
８
年
）
の
第
五
代
銭せ
ん

弘こ
う

俶し
ゅ
くが
造

立
し
た
小
塔
の
法ほ
っ

舎し
ゃ

利り

塔と
う

の
総
称
で
す
。

　

原
遺
跡
（
三
条
一
丁
目
）
か
ら
発
見
さ

れ
た
方
立
は
、
銭
弘
俶
八
万
四
千
塔
の
屋お
く

蓋が
い

の
四
隅
に
あ
る
突
起
部
分
で
、高
さ
３
・

７
㎝
の
青
銅
製
で
、
正
面
の
２
面
に
神
将

像
、
裏
面
に
は
仏ぶ
つ

龕が
ん

が
表
現
さ
れ
、
そ
の

中
に
高
さ
２
・
１
㎝
の
仏ぶ
つ

坐ざ

像ぞ
う

が
造
り
出

さ
れ
て
い
ま
す
。銭
弘
俶
八
万
四
千
塔
は
、

10
世
紀
後
半
に
天
台
僧
日に
ち

延え
ん

が
呉ご

越え
つ

国
か

ら
持
ち
帰
っ
た
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
も
そ

の
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
銭
弘

俶
八
万
四
千
塔
は
、
完
形
品
は
も
ち
ろ
ん

方格規矩鏡
勾玉と臼玉

鉄刀

鉄剣

正面 右側面 裏面
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平
成
26
（
２
０
１
４
）
年
に
宅
地
開
発

に
伴
い
江え

牟む

田た

遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
竪
穴
住
居
14

棟
、
掘
立
柱
建
物
４
棟
以
上
が
見
つ
か
り
、

古
墳
時
代
後
期
（
６
世
紀
後
半
か
ら
７
世

紀
代
）
の
集
落
遺
跡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、

古
墳
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
古
い

時
代
の
人
々
の
生
活
の
痕
跡
を
確
認
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
紹
介
す
る
落
と
し

穴
で
す
。

え
ら
れ
ま
す
。

　

少
量
な
が
ら
縄
文
土
器
片
が
出
土
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
落
と
し
穴
が
作
ら
れ
た

時
代
は
縄
文
時
代
で
あ
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
落
と
し
穴
は
い
ず
れ
も
使
わ

れ
て
い
た
当
時
の
地
表
か
ら
削
ら
れ
て
い

た
た
め
上
部
の
構
造
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

穴
が
開
い
た
ま
ま
の
状
態
で
は
動
物
に
気

づ
か
れ
て
し
ま
う
た
め
、
枯
れ
枝
や
落
ち

葉
な
ど
で
穴
を
ふ
さ
い
で
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
効
率
よ

く
動
物
を
捉
え
る
た
め
に
、
短
い
間
隔
で

並
べ
た
落
と
し
穴
へ
動
物
を
追
い
込
む
方

法
が
と
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
今
回
の
調
査
地
で
見
つ
か
っ

た
落
と
し
穴
に
つ
い
て
は
、
丘
陵
の
斜
面

に
約
15
ｍ
か
ら
30
ｍ
以
上
と
ま
ば
ら
な
間

隔
で
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
標
高
お
よ
そ

48
ｍ
前
後
の
比
較
的
緩
や
か
な
傾
斜
に
作

ら
れ
て
お
り
、
動
物
が
よ
く
通
る
道
に
合

わ
せ
て
作
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

縄
文
時
代
で
は
、
現
在
の
よ
う
に
食
べ

物
が
溢
れ
て
い
る
時
代
と
は
異
な
り
、
食

糧
を
得
る
こ
と
は
と
て
も
大
変
な
こ
と
で

し
た
。
落
と
し
穴
は
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
、
動
物
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
狩

猟
方
法
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。

文
化
財
課　

中
村 

茂
央

落
と
し
穴　

江
牟
田
遺
跡
第
１
次
調
査
、梅
ケ
丘
一
丁
目

見つかった落とし穴１

見つかった落とし穴 2

イメージ図

調査位置図

　

落
と
し
穴
は
お
も
に
縄
文
時
代
に
多
く

み
ら
れ
、
古
く
は
旧
石
器
時
代
か
ら
作
ら

れ
て
お
り
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
広
く

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
構
造
は
単
純

で
動
物
を
捉
え
る
た
め
に
、
ま
た
逃
げ
ら

れ
な
い
よ
う
に
地
表
に
深
く
穴
を
掘
っ
た

も
の
で
す
。
穴
の
形
に
は
円
形
や
楕
円
形
、

方
形
が
あ
り
、
深
く
細
く
素
掘
り
し
た
だ

け
の
も
の
や
、
落
と
し
穴
の
底
面
に
尖
っ

た
杭
を
上
に
向
け
て
設
置
し
て
、
穴
に
落

ち
た
動
物
に
傷
を
負
わ
せ
る
た
め
の
仕
掛

け
を
施
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

江
牟
田
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
落
と
し
穴

は
５
基
あ
り
、
い
ず
れ
も
平
面
は
長
方
形

で
し
た
。
規
模
は
大
き
い
も
の
で
、
長
さ

１
５
０
㎝
、
幅
１
１
０
㎝
、
深
さ
は
80
㎝

以
上
で
す
。小
さ
い
も
の
で
は
長
さ
90
㎝
、

幅
70
㎝
、
深
さ
は
50
㎝
以
上
で
す
。
底
ま

で
長
方
形
に
掘
り
込
ま
れ
て
お
り
、
大
人

一
人
が
す
っ
ぽ
り
と
入
っ
て
し
ま
う
く
ら

い
の
大
き
さ
で
す
。
５
基
の
う
ち
４
基
は

底
面
の
中
央
に
径
約
20
㎝
、
深
さ
約
30
～

50
㎝
の
穴
を
１
つ
確
認
し
て
い
ま
す
。
穴

に
落
ち
た
動
物
に
傷
を
負
わ
せ
る
た
め

の
杭
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
残
り
の
１
基
は
、
底
面
に
径
10
㎝
の

小
さ
な
穴
を
複
数
確
認
し
ま
し
た
。
細
い

杭
を
複
数
本
立
て
た
構
造
で
あ
っ
た
と
考

江牟田遺跡

筑紫高等学校

福岡南バイパス

高雄

高雄南

グラウンド

江牟田池

片谷池
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干
支
の
中
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
猫

は
長
ら
く
日
本
人
の
生
活
の
中
で
、
人
と

共
生
し
て
き
た
最
も
身
近
な
動
物
の
ひ
と

つ
で
す
。

　

古
代
の
猫
に
つ
い
て
、
五
条
で
お
こ

な
っ
た
大
宰
府
条
坊
跡
第
２
２
４
次
調
査

で
は
、
12
世
紀
ま
で
に
埋
没
し
た
条
坊
の

西
側
溝
か
ら
イ
ヌ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン

こ
の
た
め
少
な
く
と
も
弥
生
時
代
以
来
、

我
が
国
に
猫
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
国
内
で
は
個
体
と
し
て
少
な
い
希
少

な
動
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
大
宰
府
条
坊
跡
の
井
戸

か
ら
出
土
し
た
動
物
の
骨
の
中
に
、
縄
文

犬
か
ら
シ
バ
イ
ヌ
に
連
な
る
在
来
犬
よ
り

も
大
き
な
イ
ヌ
の
頭
蓋
骨
が
出
土
し
、
大

宰
府
が
大
陸
と
の
盛
ん
な
交
流
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
イ
ヌ
は
大
陸
か

ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
血
統
で
あ
っ
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
広
報
だ
ざ
い

ふ
平
成
27
年
11
月
１
日
号
〈
３
６
６
号
〉

参
照
）。
今
回
の
例
で
は
残
念
な
が
ら
保

存
状
態
が
良
好
で
な
か
っ
た
た
め
、
同
様

の
可
能
性
を
指
摘
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
国
境
の
ま
ち
に
異
国
の
面
持
ち
を
持

つ
動
物
が
跳
梁
し
て
い
た
姿
が
想
像
さ
れ

ま
す
。
真
偽
は
別
と
し
て
、
日
本
の
猫
は

大
陸
か
ら
請

し
ょ
う

来ら
い

さ
れ
た
貴
重
な
経
典
を
ネ

ズ
ミ
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
遣
唐
使
が
中

国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
、
と
い
う
逸
話
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
し
ず
め
古
代

の
大
宰
府
で
は
観
世
音
寺
あ
た
り
で
、
帰

朝
し
た
最さ
い

澄ち
ょ
うさ

ん
や
空く
う

海か
い

さ
ん
た
ち
と
一

緒
に
猫
が
住
み
つ
い
て
い
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

文
化
財
課　

山
村 

信
榮

猫
は
大
宰
府
条
坊
で
跳

ち
ょ
う

　り
ょ
う梁
す
る

大宰府条坊第２４４次調査出土のネコの骨

九州国立博物館大宰府政庁南門模型中に表現された猫
（九州国立博物館所蔵　撮影者 落合晴彦）

ジ
カ
、
ウ
シ
、
ウ
マ
の
骨
と
と
も
に
ネ
コ

（
イ
エ
ネ
コ
）
の
骨
が
出
土
し
ま
し
た
。

内
訳
は
尺
し
ゃ
っ
こ
つ骨
（
左
２
右
１
）
が
３
点
、
上

腕
骨
（
左
１
右
１
）、橈と
う

骨
（
左
１
右
１
）、

脛け
い

骨
（
左
２
）、
椎つ
い

骨
が
２
点
ず
つ
、
下か

顎が
く

骨
、
肩け
ん

甲こ
う

骨
、
踵
し
ょ
う

骨
（
左
）、
基き

節せ
つ

骨

（
右
）、
肋ろ
っ

骨
（
不
明
）、
頭ず

蓋が
い

骨
が
１
点

ず
つ
、
そ
の
ほ
か
、
中
足
骨
、
第
５
中
手

骨
（
左
）、
部
位
が
特
定
で
き
な
か
っ
た

中
手
骨
（
右
）
と
中
足
骨
（
右
）
が
１
点

ず
つ
と
、
か
な
り
の
数
の
ネ
コ
の
骨
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
骨
に
は
食
用
に
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
シ
カ
の
骨
に
見
ら
れ
た
よ

う
な
、
解
体
さ
れ
た
時
に
付
く
刃
物
の
痕

跡
は
観
察
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

既
知
の
全
国
の
発
掘
調
査
で
は
ネ
コ

（
イ
エ
ネ
コ
）
の
骨
は
弥
生
時
代
と
鎌
倉

時
代
で
出
土
例
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
時
代

の
も
の
は
長
崎
県
壱
岐
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
Ⅰ

か
ら
出
土
し
、
Ａ
Ｍ
Ｓ
年
代
測
定
（
放
射

性
炭
素
年
代
測
定
）
を
お
こ
な
っ
た
と
こ

ろ
、
２
１
０
０
～
２
２
０
０
年
前
の
も
の

で
、
出
土
遺
物
と
併
せ
て
弥
生
時
代
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
例
は
非
常
に
稀
少
な
も
の
で
、

文
献
の
世
界
で
は
奈
良
時
代
の『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
猫
の
記
述
は
な

く
、
平
安
時
代
の
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏

物
語
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
、
よ
う
や
く
平

安
時
代
に
は
猫
が
広
く
存
在
し
た
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
古
代

の
遺
跡
か
ら
ネ
コ
の
骨
が
出
土
し
た
例
は

な
く
、
太
宰
府
で
出
土
し
た
骨
を
分
析
さ

れ
た
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
故
松
井
章
先

生
は
、
考
古
資
料
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も

の
と
し
て
は
お
そ
ら
く
唯
一
の
古
代
の
出

土
例
と
な
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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太
宰
府
に
は
、
中
世
か
ら
伝
わ
る
伝
統

芸
能
、
竹た
け

の
曲
は
や
し

が
あ
り
ま
す
。

　

竹
の
曲
は
、
五
条
地
区
の
「
六ろ
く

座ざ

」
と

よ
ば
れ
た
人
び
と
が
代
々
受
け
継
ぎ
奉
仕

れ
た
、
と
記
し
、
市い
ち

の
繁
盛
の
た
め
宰
府

の
町
内
に
あ
っ
た
祇
園
社
に
６
月
15
日
に

能
五
番
を
奉
納
し
て
い
た
が
、
祇
園
社
が

観
世
音
寺
境
内
に
移
っ
て
か
ら
は
天
満
宮

に
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
伝
え
て

い
ま
す
（
な
お
、
船ふ
な

越こ
し

家
に
伝
わ
る
文
書

に
は
、
祇
園
社
と
天
満
宮
の
両
社
に
奉
納

し
た
、
と
あ
り
ま
す
）。

　

こ
の
よ
う
な
中
世
か
ら
の
伝
統
を
示
す

よ
う
に
、
古
い
締
太
鼓
と
面
が
六
座
の
子

孫
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
締
太
鼓
に
は

文
禄
元
（
１
５
９
２
）
年
に
修
復
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
面
は
女
お
ん
な

面め
ん

二
面
、

坊ぼ
う

主ず

面め
ん

一
面
、
翁
お
き
な

面め
ん

一
面
、
熊く
ま

坂さ
か

面め
ん

一
面

が
あ
り
、
い
ず
れ
も
南
北
朝
か
ら
室
町
時

代
の
も
の
で
、
能
面
が
様
式
化
さ
れ
る
以

前
の
古
風
を
伝
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
（
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
）。
こ
の

う
ち
翁
面
に
記
さ
れ
る
「
赤あ
か

子ご

大た
い

夫ふ

」
は
、

『
観か
ん

応の
う

三
（
１
３
５
２
）
年
周
防
国
仁じ
ん

平へ
い

寺じ

本
堂
供
養
日
記
』
中
に
み
え
る
猿さ
る

楽が
く

者
・

赤
子
大
夫
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

太
宰
府
を
代
表
す
る
古
典
芸
能
と
し

て
、
昭
和
35
年
に
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
、
神
幸
式
以
外
で
も
、
秋
し
ゅ
う

思し

祭さ
い

な
ど
の
天
満
宮
行
事
や
、
市し

の
公
式

行
事
で
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

井
上
信
正

竹
の
曲（
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

し
て
き
た
伝
統
芸
能
で
、
現
在
も
保
存
会

を
結
成
し
活
動
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

舞
は
、
平
年
９
月
22
日
、
23
日
に
行
わ

れ
る
太
宰
府
天
満
宮
の
神
幸
式
で
行
わ
れ

ま
す
。
天
満
宮
と
榎
社
を

往
復
す
る
神
輿
行
列
に
供ぐ

奉ぶ

し
て
「
道み
ち

楽が
く

」
が
奏
さ

れ
、
還
御
後
の
23
日
夕
方

に
は
、
浮う
き

殿ど
の

と
天
満
宮
本

殿
前
庭
で「
さ
さ
ら
の
舞ま
い

」、

次
い
で
「
扇
お
う
ぎ

の
舞ま
い

」
が
奉

納
さ
れ
ま
す
。

　

演
じ
る
の
は
、
さ
さ
ら

や
扇
を
手
に
と
っ
て
舞
う

稚ち

児ご

１
人
で
、
狩か
り

衣ぎ
ぬ

・
烏え

帽ぼ

子し

姿
の
成
人
男
子
５
、

６
人
が
締し
め

太だ
い

鼓こ

・
横お
う

笛て
き

・

謡お
う
た
いを

行
い
ま
す
。
そ
の

舞
は
、
中
世
の
田で
ん

楽が
く

に
能の
う

楽が
く

な
ど
が
混
じ
り
あ
っ
て

現
在
の
形
に
な
っ
た
と
さ

れ
、
中
世
の
芸
能
を
考
え

る
上
で
貴
重
な
も
の
で
す
。
稚
児
を
奉
仕

す
る
の
は
毎
年
小
学
校
高
学
年
生
で
、
神

幸
式
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
、
次
の
年
に
舞

う
子
が
練
習
を
は
じ
め
る
そ
う
で
す
。
稚

児
は
２
～
３
年
で
卒
業
す
る
た
め
、
後
継

者
で
苦
労
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、「
座ざ

」
と
は
商
工
業
者
な
ど
の

同
業
者
組
合
の
こ
と
で
す
。
古
代
都
市
・

大
宰
府
条
坊
の
東
端
に
あ
た
る
五
条
地
区

は
、
中
世
か
ら
商
工
業
が
盛
ん
と
な
り「
六

座
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
六
座
と
は
、

米こ
め

屋や

座ざ

、
鋳い

物も
の

座ざ

、
鍛か

冶じ

屋や

座ざ

、
染そ
め

物も
の

座ざ

、
小こ

間ま

物も
の

座ざ

、
相あ
い

物も
の

（
魚
）
座ざ

の
６
つ

の
座
で
、
鋳
物
座
の
子
孫
・
平ひ
ら

井い

家
に
つ

た
わ
る
文
書
に
は
、
源
頼
朝
の
時
代
、
九

州
の
諸し
ょ

商
し
ょ
う

売ば
い

頭が
し
らを

六
座
に
仰
せ
つ
け
ら

竹の曲

六座の面
（太宰府天満宮　所蔵）
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特
別
史
跡
水
城
跡
は
、
築
造
か
ら
１
３

５
０
年
以
上
経
過
し
て
も
現
在
ま
で
そ
の

姿
を
保
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
築
造
時
に

崩
壊
を
防
ぐ
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
が
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
そ
の
要
因
の
１
つ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
技
術
の
１
つ
に
土

地
や
沢
沿
い
に
自
生
し
、
高
さ
８
～
10
ｍ

に
な
る
落
葉
高
木
で
す
。
ア
ワ
ブ
キ
の
名

前
の
由
来
は
、
こ
の
材
の
枝
を
燃
や
す
と

切
り
口
か
ら
泡あ
わ

を
吹
く
こ
と
か
ら
名
前
が

付
け
ら
れ
た
と
も
、
白
い
花
を
付
け
た
と

き
に
木
全
体
に
白
い
花
が
泡
の
よ
う
に
咲

き
乱
れ
る
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

葉
は
、
長
さ
９
～
25
㎝
の
長
楕
円
形
で
先

は
急
に
尖
り
、
茎
の
１
つ
の
節
に
１
枚
ず

つ
方
向
を
た
が
え
て
つ
き
ま
す
。
縁
に
は

浅
い
鋸
の
こ
ぎ
りの

よ
う
な
棘と
げ

が
あ
り
ま
す
。花
は
、

６
～
７
月
に
枝
先
に
長
さ
15
～
25
㎝
の
た

く
さ
ん
の
軸
を
持
っ
た
花
を
付
け
、
淡
黄

白
色
で
直
径
４
㎜
の
小
花
を
多
数
咲
か
せ

ま
す
。
花
弁
は
５
個
。
花
か
ら
は
甘
い
香

り
が
匂
い
ま
す
。
実
は
、
直
径
４
～
５
㎜

の
核か
く

果か

で
、
秋
（
９
～
11
月
）
に
、
赤
く

熟
し
ま
す
。
幹
を
見
る
と
樹
皮
は
紫
暗
灰

色
で
滑
ら
か
で
す
が
、
褐
色
の
小
さ
な
ぶ

つ
ぶ
つ
と
し
た
穴
（
皮ひ

目も
く

）
が
目
立
ち
ま

す
。

　

巨
大
な
水
城
の
土
塁
を
底
辺
か
ら
１
３

５
０
年
以
上
も
支
え
て
き
た
敷
粗
朶
を
直

接
見
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん

が
、
上
記
２
カ
所
の
整
備
地
に
ア
ワ
ブ
キ

を
植
え
て
い
ま
す
の
で
、
敷
粗
朶
に
使
わ

れ
た
ア
ワ
ブ
キ
が
ど
の
よ
う
な
樹
木
だ
っ

た
の
か
、
ぜ
ひ
現
地
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

水
城
を
支
え
る
樹
木 

―
ア
ワ
ブ
キ
―

水城館のアワブキ

アワブキの葉

土塁基底部の敷粗朶（画像：九州歴史資料館提供）

塁
の
基
礎
を
安
定
さ
せ
る
「
敷し
き

粗そ

朶だ

」
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
土
塁
の
一
番
底
の
基

礎
に
な
る
基
底
部
に
植
物
の
粗
朶
（
枝
葉
）

を
敷
く
こ
と
で
、
軟
弱
な
地
盤
を
安
定
さ

せ
そ
の
上
に
積
み
上
げ
た
土
が
地
震
な
ど

で
横
滑
り
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
、

元
は
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
も
た
ら

さ
れ
た
技
法
で
し
た
。
敷
粗
朶
に
使
わ
れ

た
枝
葉
の
う
ち
腐
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
出
土

し
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
資
料
を
分

析
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
種
類
の
樹
木

が
使
わ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
敷
粗
朶
に
使
わ
れ
た
樹
木
の
１
つ

で
あ
る
ア
ワ
ブ
キ
を
、
最
近
整
備
を
行
っ

た
、
東
門
エ
リ
ア
の
「
水
城
館
」、
中
央

エ
リ
ア
の
「
水
城
土
塁
断
面
ひ
ろ
ば
」
に

お
い
て
、
水
城
を
知
る
１
つ
の
教
材
と
し

て
、そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
植
え
て
い
ま
す
。

　

ア
ワ
ブ
キ
は
、
ア
ワ
ブ
キ
科
ア
ワ
ブ
キ

属
の
樹
木
で
、
本
州
、
四
国
、
九
州
の
山

土塁盛土（版築）

↑敷粗朶
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天
満
宮
参
道
の
小
鳥
居
小
路
と
交
わ
る

と
こ
ろ
か
ら
東
側
は
、「
桜
馬
場
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
絵
図
を

見
る
と
、
南
北
両
側
は
社し
ゃ

家け

が
広
が
り
、

道
沿
い
に
桜
の
木
が
並
ぶ
広
い
空
間
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　

参
道
に
面
し
た
馬
場
遺
跡
の
発
掘
調
査

り
も
広
か
っ
た
こ
と
を
実
際
の
遺
構
が
物

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
神

仏
分
離
令
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
天
満
宮
に

奉
仕
し
て
き
た
社
家
が
一
部
を
残
し
て
商

業
に
転
職
し
た
り
転
出
し
た
り
す
る
な
ど

し
て
、
桜
馬
場
参
道
の
景
観
は
、
斎い

垣が
き

や

塀
で
区
切
ら
れ
た
社
家
町
か
ら
、
町
家

が
並
ぶ
現
在
の
姿
に
変
化
し
て
い
き
ま
し

た
。

　

ぜ
ひ
、
参
道
を
歩
く
際
に
は
、
か
つ
て

の
参
道
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

太
宰
府
天
満
宮
参
道
・
桜
馬
場
の
北
側
側
溝

（
宰
府
三
丁
目
、
江
戸
時
代
後
半
）

文政二（1819）年の「太宰府天満宮御境内之絵図」
に描かれた桜馬場参道

（九州歴史資料館蔵、『福岡の神仏の世界』から転載、注記）

調査で現れた江戸時代の石積みの溝
（北西から・写真の右手が参道側）

上空から撮影した現代の参道と石積みの溝
（写真の天が東）

位置図

で
、
参
道
に
沿
っ
て
東
西
方
向
に
延
び
る

溝
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
地
は
、
参

道
の
二
つ
目
の
鳥
居
（
二
の
鳥
居
。
明

治
45
年
、
伊い

藤と
う

伝で
ん

右え
衛
門も

ん

建
立
）
を
過
ぎ

て
20
ｍ
ほ
ど
進
ん
だ
左
手
（
北
側
）、
現

在
は
コ
ー
ヒ
ー
店
が
建
っ
て
い
る
場
所
で

す
。

　

写
真
の
石
積
み
の
溝
は
、
幅

は
約
65
㎝
、
深
さ
は
80
㎝
ほ
ど

で
、
現
在
の
参
道
の
歩
道
の
北

端
か
ら
石
積
み
溝
の
南
岸
ま
で

は
約
３
・
８
ｍ
あ
り
ま
し
た
。

溝
の
石
積
み
が
造
ら
れ
た
の
は
、

18
世
紀
後
半
以
降
と
考
え
ら
れ
、

当
時
の
参
道
が
こ
の
地
点
で
は

現
在
よ
り
も
北
に
３
・
８
ｍ
ほ

ど
広
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
溝
を
埋
め
て
い
た
土
の
上

層
は
近
代
と
み
ら
れ
る
茶
わ
ん

な
ど
が
出
土
し
、
そ
の
こ
ろ
に

は
溝
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い

西鉄
太宰府駅

太宰府館

至 四王寺山

太宰府天満宮

発掘調査地点

小
鳥
居
小
路

心字池

た
よ
う
で
す
。
こ
れ
ま
で
古
い
絵
図
で
示
さ

れ
て
き
た
桜
馬
場
の
参
道
の
広
さ
が
、
今
よ

心字池

小鳥居小路

桜の馬場

一の鳥居

発掘調査地点
（推定）
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