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日
吉
神
社
は
、
観
世
音
寺
の
北
側
丘
陵

上
に
あ
り
ま
す
。66
段
の
石
段
を
登
る
と
、

正
面
に
拝
殿
が
あ
り
ま
す
。

　

拝
殿
は
南
向
き
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
構

造
形
式
は
、
正
背
面
三
間
、
側
面
二
間
、

入い
り

母も

屋や

造づ
く
りの
妻
入
り
で
、
屋
根
は
昭
和
に

な
っ
て
葺
き
直
さ
れ

た
桟さ

ん

瓦
か
わ
ら

葺ぶ
き

で
す
。
柱

は
、
角
を
落
と
し
た

面
取
り
角
柱
で
、
差さ

し

敷じ
き

居い

・
頭

か
し
ら

貫ぬ
き

を
通
し
、

腰こ
し
な
げ
し

長
押
、
内う

ち

法の
り

長な
げ
し押

を
打
っ
て
い
ま
す
。

柱
の
上
に
は
大だ

い

斗と

肘ひ
じ

木き

を
の
せ
、
桁け

た

を
受

け
て
い
ま
す
。拝
殿
を
正
面
か
ら
見
る
と
、

上
方
の
屋
根
に
囲
ま
れ
た
三
角
形
部
分

（
妻つ

ま
か
ざ
り飾
）
は
、
虹こ

う

梁
り
ょ
う

大た
い

瓶へ
い

束づ
か

と
呼
ば
れ
る

構
造
で
、
虹
梁
大
瓶
束
の
結ゆ

い

綿わ
た

と
呼
ば
れ

る
部
分
に
は
鬼
面
の
彫
刻
が
あ
り
ま
す
。

拝
殿
内
部
の
天
井
を
見
上
げ
る
と
、
大
き

な
柱
（
大だ

い
こ
う
り
ょ
う

虹
梁
や
小
梁
）
が
架
け
ら
れ
、

そ
の
中
央
部
分
は
格
子
状
に
造
ら
れ
た
格ご

う

天て
ん

井じ
ょ
うと
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
極
彩
色

で
猿
・
獅
子
・
鳥
な
ど
が
描
か
れ
た
天
井

絵
が
25
枚
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
周

囲
は
天
井
を
張
っ
て
い
な
い
た
め
、
屋
根

裏
が
見
え
る
構
造（
化
粧
屋
根
裏
）と
な
っ

て
い
ま
す
。
窓
は
、
連れ

ん

子じ

（
格
子
）
を
前

後
に
並
べ
開
閉
す
る
と
い
う
無む

双そ
う

窓ま
ど

で
し

た
が
、
現
在
内
側
の
引
き
戸
が
失
わ
れ
て

し
ま
い
、
連れ

ん

子じ

窓ま
ど

と
な
っ
て
い
ま
す
。
拝

殿
に
使
わ
れ
て
い
る
木
材
は
、
全
体
的
に

樟
材
で
、
垂た

る

木き

に
は
松
材
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

建
立
年
代
は
天
井
裏
の
大
瓶
束
に
「
正

徳
四
年
／
午
ノ
／
三
月
吉
日
」
と
墨ぼ

く

書し
ょ

が

あ
る
こ
と
か
ら
、
正

し
ょ
う

徳と
く

４
（
１
７
１
４
）

年
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
虹
梁
に
彫
ら
れ
た
絵え

様よ
う

（
若
葉
文

な
ど
）
に
も
、
17
世
紀
の
シ
ン
プ
ル
な
模

様
か
ら
派
手
な
彫
り
込
み
へ
と
移
行
し
て

い
く
18
世
紀
前
半
の
特
徴
が
表
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、棟む

な

札ふ
だ

や
柱
の
墨
書
に
よ
る
と
、

文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
、
明
治
25
（
１

８
９
２
）
年
、
同
42
（
１
９
０
９
）
年
に

修
理
さ
れ
、
昭
和
13
（
１
９
３
８
）
年
に

は
本
殿
と
の
間
に
あ
っ
た
渡
殿
を
、
現
在

の
よ
う
に
拝
殿
の
一
部
の
よ
う
に
増
築
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
建
立
か
ら
修
理
ま

で
す
べ
て
地
元
の
観
世
音
寺
地
区
の
人
々

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま

す
。

　

こ
の
拝
殿
は
、
江
戸
中
期
の
建
築
様
式

を
残
す
市
内
で
最
も
古
い
拝
殿
と
し
て
、

平
成
27
年
10
月
20
日
に
市
の
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
現
在
も
地
元
の
氏
子
会
に

よ
り
毎
月
1
回
定
期
清
掃
が
行
わ
れ
、
大

切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一

拝殿全景

天井部

虹梁に彫られた絵様
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ル
ツ
ル
に
磨
か
れ
て
い
る
た
め
光
沢
が
あ

り
ま
す
が
、
裏
面
は
腰
帯
に
密
着
し
て
隠

れ
る
た
め
、磨
き
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
四
隅
に
飾
具
と
帯
と
を
結
ぶ
た
め

の
穴
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
巡
方
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、

裏
面
に
石
の
模
様
と
は
異
な
る
黒
い
線
が

う
っ
す
ら
と
見
え
ま
す
。
こ
れ
を
赤
外
線

照
射
し
て
撮
影
し
て
み
る
と
、
巡
方
の
中

央
に
「
九
」
と
い
う
文
字
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
腰
帯
に
は
複
数
の
飾

具
が
装
着
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
番
目
に

配
置
さ
れ
る
飾
具
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
も
し
か
す
る
と
、
最
後
は
飾
具

と
い
う
役
割
と
は
異
な
る
目
的
を
も
っ
た

も
の
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
巡
方
は
最
終
的
に
は
平
安
時
代
前

期
に
埋
ま
っ
た
井
戸
か
ら
出
土
し
ま
し

た
。
な
ぜ
井
戸
か
ら
出
土
し
た
の
か
、
ほ

か
の
巡
方
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
か
、ま
た
、

ど
ん
な
身
分
の
人
物
が
使
用
し
て
い
た
の

か
多
く
の
疑
問
が
残
り
ま
す
。
今
回
の
調

査
で
は
答
え
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で

す
が
、
調
査
と
事
例
の
増
加
に
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。文

化
財
課　

中
村　

茂
央

墨
書
が
残
る
巡
方　

国
分
二
丁
目

巡方（表） 巡方（裏）

飾具をつけた腰帯（九州歴史資料館　提供）

　

こ
の
「
太
宰
府
の
文
化
財
」
で
以
前
に

墨
書
土
器
「
花
寺
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

し
た
（
平
成
27
年
９
月
１
日
号
）。
こ
れ

が
出
土
し
た
井
戸
か
ら
一
緒
に
腰
帯
を

飾
っ
て
い
た
巡

じ
ゅ
ん

方ぽ
う

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

今
回
は
こ
の
巡
方
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

　

奈
良
時
代
か
ら
官
人
は
、
銙か

と
よ
ば
れ

る
飾
具
を
付
け
た
腰
帯
を
使
用
し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
飾
具
に
は
四
角
い
形
を
し
た

「
巡
方
」
や
、
か
ま
ぼ
こ
を
輪
切
り
に
し

た
よ
う
な
形
の
「
丸ま

る

鞆と
も

」
が
あ
り
ま
す
。

飾
具
は
養
老
衣
服
令
よ
り
、
朝
服
（
公
務

の
時
の
服
装
）
は
官
人
の
位
に
よ
っ
て
使

用
す
る
材
質
や
色
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

五
位
以
上
は
金
銀
装
腰よ

う

帯た
い

、
六
位
以
下
は

烏く
ろ

油
つ
く
り

腰よ
う

帯た
い

（
青
銅
製
品
に
黒
漆
が
塗
ら

れ
た
も
の
）
の
使
用
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
飾
具
は
金
属
を
加
工
し
た
も
の
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
延
暦
15
（
７

９
６
）
年
に
は
公
的
に
は
金
属
製
の
飾
具

が
禁
止
さ
れ
、金
属
製
品
か
ら
石
製
品（
石

帯
）
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

国
分
松
本
遺
跡
第
14
次
調
査
で
見
つ

か
っ
た
巡
方
は
、
大
き
さ
は
縦
３
・
５
㎝
、

幅
４
㎝
、
厚
さ
は
０
・
６
㎝
を
測
り
ま
す
。

材
質
は
蛇じ

ゃ

紋も
ん

岩が
ん

と
考
え
ら
れ
、
色
は
淡
い

緑
色
を
し
て
い
ま
す
。
表
面
と
側
面
は
ツ

巡方（裏）赤外線写真（中央に「九」の文字）
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道
、
市
道
が
整
備
さ
れ
、
人
々
の
往
来
を

支
え
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
江
戸
時
代

に
整
備
さ
れ
た
日
田
街
道
に
目
を
向
け
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
田
街
道
と
は
、徳
川
幕
府
の
天て

ん

領り
ょ
う（
幕

府
の
直
轄
地
）
で
あ
る
大
分
県
日
田
市
に

置
か
れ
た
九
州
統
治
の
拠
点
で
あ
る
郡ぐ

ん

代だ
い

役や
く

所し
ょ

の
永な

が

山や
ま

布ふ

政せ
い

所し
ょ

を
起
点
に
、
小
倉
城

（
豊
前
）、
中
津
城
（
豊
前
）、
福
岡
城
（
筑

前
）、
久
留
米
城
（
筑
後
）、
熊
本
城
（
肥

水
城
東
門
跡
を
通
っ
た
日
田
街
道
と
松
並
木

大正４年～昭和初期の東門跡の様子（絵葉書）

水城館前の広場に植えたクロマツ

水城館周辺整備地の植栽配置図

　

６
６
４
年
、
太
宰
府
地
域
防
衛
の
た
め

水
城
が
築
造
さ
れ
、
東
西
に
造
ら
れ
た
門

は
そ
の
後
、
大
宰
府
の
出
入
口
と
な
り
ま

し
た
。
西
門
に
は
筑つ

く

紫し
の

館
む
ろ
つ
みと

大
宰
府
を

つ
な
ぐ
官
道
（
公
の
道
路
）
が
、
東
門
に

は
博
多
と
大
宰
府
を
つ
な
ぐ
官
道
が
整
備

さ
れ
ま
す
。
東
門
が
門
と
し
て
の
機
能
を

失
い
切
通
の
状
態
と
な
っ
た
あ
と
も
、
官

道
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
江
戸
時
代
に
は
日ひ

田た

街か
い

道ど
う

が
、
明
治
時
代
以
降
は
国
道
、
県

後
）
と
岡
城
（
豊
後
）、
大
分
城
（
豊
後
）

の
７
つ
の
城
へ
向
か
う
６
つ
の
街
道
の
総

称
で
す
。
そ
の
経
路
に
は
太
宰
府
天
満
宮

や
英
彦
山
（
福
岡
県
添
田
町
）
な
ど
も
含

ま
れ
、
天
領
と
各
国
を
結
ぶ
道
と
信
仰
の

道
の
２
つ
の
用
途
を
持
つ
街
道
と
し
て
整

備
さ
れ
ま
し
た
。

　

太
宰
府
を
通
っ
た
日
田
街
道
は
筑
前
宰

府
路
や
福
岡
城
路
な
ど
と
呼
ば
れ
、
日
田

と
太
宰
府
天
満
宮
、
博
多
・
福
岡
城
を
結

ぶ
約
61
㎞
の
街
道
で
、
西
鉄
二
日
市
駅
の

東
側
、
鷺
田
川
沿
い
を
通
り
、
通
古
賀
を

抜
け
、
関
屋
に
至
り
、
参
詣
道
と
し
て
太

宰
府
天
満
宮
へ
向
か
う
道
と
水
城
東
門
跡

を
通
り
博
多
・
福
岡
城
へ
向
か
う
道
の
二

手
に
分
か
れ
ま
す
。

　

天
領
と
福
岡
城
を
結
び
多
く
の
人
々
や

物
資
が
往
来
し
た
街
道
沿
い
に
は
、
往
来

す
る
人
々
に
木
陰
を
与
え
、
道
を
風
雨
か

ら
守
る
た
め
に
松
が
植
え
ら
れ
、
松
並
木

と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た

筑ち
く

前ぜ
ん

名め
い

勝し
ょ
う

画が

譜ふ

な
ど
の
絵
図
に
は
東
門

跡
を
通
る
日
田
街
道
沿
い
の
松
並
木
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
松
並
木
は
明
治
時

代
に
な
っ
て
も
数
本
の
老
松
が
残
っ
て
い

て
、
明
治
42
（
１
９
０
９
）
年
８
月
の
暴

風
に
よ
り
、
そ
の
中
の
１
本
の
根
元
に
亀

裂
が
入
り
危
険
な
こ
と
か
ら
、
福
岡
県
知

事
あ
て
に
、
伐
採
の
た
め
に
払
い
下
げ
を

願
い
で
た
文
書
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
か
ら
昭
和

初
期
の
東
門
跡
周
辺
の
様
子
を
写
し
た
絵

葉
書
に
も
松
並
木
が
見
え
、
日
田
街
道
の

面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
、
東
門
跡
周
辺
で
は
史
跡
整
備
が

進
み
、
土
塁
の
復
元
と
と
も
に
水
城
跡
散

策
の
休
憩
所
と
な
る
水
城
館
や
、
古
代
の

官
道
を
明
示
す
る
な
ど
水
城
跡
の
歴
史
を

伝
え
る
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は

日
田
街
道
沿
い
の
松
並
木
は
姿
を
消
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
多
く
の
人
々
が
往
来

し
た
道
の
歴
史
を
伝
え
る
た
め
、
整
備
地

の
一
角
に
１
本
の
ク
ロ
マ
ツ
の
若
木
を
植

え
て
い
ま
す
。

文
化
財
課　

沖
田　

正
大
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ト
フ
ー
ド
に
ア
ニ
メ
、
ア
イ
ド
ル
な
ど
、

今
に
続
く
若
者
文
化
の
源
流
を
み
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
高
度
成
長
期
の
真
っ
た
だ

中
だ
っ
た
１
９
６
８
年
。
実
は
こ
の
年
に

文
化
庁
が
発
足
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ

こ
太
宰
府
に
お
い
て
計
画
的
な
発
掘
調
査

が
開
始
さ
れ
た
の
も
こ
の
年
で
し
た
。

　

当
時
の
太
宰
府
（
太
宰
府
町
）
は
景
気

増
大
、
人
口
の
増
加
に
と
も
な
う
住
宅
需

大
宰
府
発
掘
50
年

昭和 43（1968）年に大宰府政庁跡で始まった
発掘調査の様子（写真提供　九州歴史資料館）

現在の大宰府政庁跡

　

３
億
円
事
件
が
発
生
し
、
九
州
大
学
に

米
軍
機
が
墜
落
。
学
生
運
動
や
環
境
汚

染
問
題
が
社
会
に
暗
い
影
を
落
と
す
中
、

ヒ
ッ
ピ
ー
や
サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
が
若
者
を

と
り
こ
に
し
、
レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
が
発
売

さ
れ
、
テ
レ
ビ
で
は
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
や

巨
人
の
星
が
放
送
開
始
、
長
髪
の
Ｇ
Ｓ
が

若
い
女
性
の
ア
イ
ド
ル
で
し
た
。
昭
和
43

（
１
９
６
８
）
年
の
出
来
事
に
は
フ
ァ
ス

要
の
急
増
に
あ
わ
せ
、
福
岡
市
の
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
と
し
て
四
王
寺
山
裾
を
中
心
と
し

た
複
数
の
箇
所
で
宅
地
造
成
が
開
始
さ

れ
、
開
発
と
文
化
財
保
存
の
問
題
で
大
き

く
揺
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
文
化
財
保

護
委
員
会
は
史
跡
保
存
の
前
提
で
史
跡
指

定
拡
張
と
そ
れ
に
向
け
た
発
掘
調
査
の
方

針
を
打
ち
出
し
、
学
校
院
跡
で
は
私
有
地

発
掘
反
対
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
昭
和
43
年
秋
に
始
ま
っ

た
大
宰
府
政
庁
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
政

庁
跡
が
２
度
以
上
も
建
て
替
え
ら
れ
た
も

の
で
、
地
表
に
見
え
て
い
る
礎
石
な
ど
の

下
に
、
さ
ら
に
古
い
時
代
の
政
庁
跡
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
南
門
や
中
門
か

ら
は
水
晶
が
入
っ
た
奈
良
時
代
の
壺
が
出

土
し
、
政
庁
地
区
や
蔵
司
周
辺
か
ら
古
代

の
木
簡
が
出
土
す
る
な
ど
、
次
々
に
画
期

的
な
成
果
を
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は

新
聞
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
史
跡

や
文
化
財
と
い
っ
た
も
の
が
な
ん
で
あ
る

の
か
が
地
元
に
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
太
宰
府
天
満
宮
の
南

の
石
坂
に
建
設
さ
れ
て
い
た
九
州
歴
史
資

料
館
が
昭
和
47
年
に
開
館
し
、
い
ち
早
く

大
宰
府
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
展
示
す
る

よ
う
に
な
り
、
文
化
財
保
護
へ
の
理
解
も

一
層
深
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
発
掘
調

査
は
九
州
歴
史
資
料
館
が
継
続
し
て
行
う

よ
う
に
な
り
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
調
査

研
究
の
成
果
は
10
年
ご
と
に
総
括
さ
れ
、

図
書
の
刊
行
や
特
別
展
の
開
催
な
ど
が
周

年
行
事
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し

た
。

　

発
掘
10
周
年
の
時
に
刊
行
さ
れ
た
「
西

都
大
宰
府
」（
藤ふ

じ

井い

功
い
さ
お

、亀か
め

井い

明め
い

徳と
く

共
著
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
の
ま
え
が
き
に
次
の

よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。「
広
く
多
く

の
人
た
ち
に
調
査
の
な
ま
の
資
料
と
研
究

成
果
を
提
供
し
、
と
も
に
大
宰
府
を
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
が
あ
る
。
多

く
の
人
に
遺
跡
を
理
解
し
て
も
ら
う
の
が

文
化
財
保
護
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
は
調

査
者
の
義
務
で
あ
る
」

　

時
は
50
年
を
刻
み
、
時
代
は
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
言
は
今
も
変
わ
ら

ず
、
私
た
ち
の
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
ご
紹
介
し
た
図
書
の
ほ
か
、
太
宰
府
で

発
掘
調
査
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
を
記
録
し

た
本
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
市

民
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。「
古
都

大
宰
府　

保
存
へ
の
道
」
１
９
９
４

（
財
）
古
都
大
宰
府
保
存
協
会
／
「
大

宰
府
発
掘　

今
昔
物
語
」
２
０
０
９

（
財
）
古
都
大
宰
府
保
存
協
会

文
化
財
課　

山
村　

信
榮
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大
宰
府
は
、
北
は
壱
岐
・
対
馬
、
南
は

種
子
島
・
屋
久
島
な
ど
の
南
島
ま
で
、
九

州
全
体
を
管
轄
し
た
役
所
で
、
ま
た
日
本

の
西
辺
を
守
り
、
海
外
と
の
外
交
・
交

易
・
帰
化
を
担
う
重
要
な
役
割
も
あ
り
ま

し
た
。
朝
廷
の
一
つ
の
「
省

し
ょ
う
」
よ
り
も
多

大
宰
府
政
庁

特
別
史
跡
大
宰
府
跡
・
観
世
音
寺
四
丁
目

正殿（政庁跡にて「VR大宰府アプリ」を使い撮影しました）

両脇の建物に上級官人の座席があったと考えられます（北西から）

　

本
市
に
は
、
古
来
の
文
化
を
伝
え
る
太

宰
府
天
満
宮
を
は
じ
め
、
史
跡
・
文
化
財

が
数
多
く
あ
り
、
歴
史
・
文
化
の
街
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
礎

い
し
ず
えは

今
か
ら

１
３
０
０
年
以
上
前
に
誕
生
し
た
「
大
宰

府
」
に
あ
り
ま
す
。

く
の
役
人
（
官か

ん

人じ
ん

）
を
か
か
え
た
巨
大
な

組
織
で
あ
り
、
長
官
に
は
大
臣
に
次
ぐ
ク

ラ
ス
の
高
官
が
京
か
ら
赴
任
し
、
本
来
は

京
に
お
さ
め
る
税
も
こ
こ
に
集
め
ら
れ
財

源
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
「
遠と

お

のの

朝み
か
ど廷

」（
京
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
朝
廷
の
意
味
）
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
中
枢
は
大
宰
府
政
庁
で
、
こ
れ
を

取
り
囲
む
よ
う
に
、
所

と
こ
ろ

・
司

つ
か
さ

と
い
っ
た
多

く
の
部
署
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
宰
府
政
庁
一
帯
で
は
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
大

宰
府
は
全
体
的
に
京
の
宮
殿
や
街
と
よ
く

似
た
構
造
・
配
置
と
な
っ
て
お
り
、
朝
廷

の
例
が
参
考
と
な
り
ま
す
。

　

午
前
三
時
ご
ろ
、
御
笠
川
の
ほ
と
り
の

朱
雀
門
が
開
く
と
、
政
庁
前
に
官
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
午
前
六
時
半
ご
ろ

に
そ
れ
ぞ
れ
の
門
が
開
き
、
下
級
の
官
人

は
、
政
庁
周
辺
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す

る
所
・
司
の
建
物
に
向
か
い
ま
し
た
。
大

宰
府
の
長
官
や
所
・
司
の
長
ち
ょ
う

ら
は
、
南
門

か
ら
政
庁
に
入
っ
て
正せ

い

殿で
ん

・
脇わ

き

殿で
ん

の
所
定

の
場
所
に
着
座
し
、
午
前
中
は
所
・
司
か

ら
提
出
さ
れ
る
文
書
の
承
認
・
決
裁
を
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
れ
が
終
わ
る
と
、

所
・
司
の
長
は
政
庁
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
所
・

司
に
行
き
、
執
務
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し

て
ま
だ
日
が
高
い
う
ち
に
仕
事
を
終
え
、

帰
宅
し
た
よ
う
で
す
。

　

政
庁
で
は
、
時
々
儀
礼
も
行
わ
れ
、
こ

の
と
き
官
人
た
ち
は
中
央
の
庭
に
位

く
ら
い
に
応

じ
て
整
列
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
外
国
の

使
者
を
迎
え
る
儀
礼
は
特
別
で
、
政
庁
へ

入
る
南
の
大お

お

道み
ち

・
朱す

雀ざ
く

大お
お

路じ

か
ら
は
じ
ま

る
、
街
を
あ
げ
て
の
大
が
か
り
の
イ
ベ
ン

ト
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
年
は
大
宰
府
政
庁
跡
で
発
掘
調
査
が

は
じ
ま
っ
て
50
年
に
な
り
ま
す
。
政
庁
跡

で
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
大
宰
府
の
姿

を
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
技
術（
Ｖ
Ｒ
）

を
使
っ
て
再
現
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア

プ
リ
で
無
料
提
供
し
て
い
ま
す
（
政
庁

跡
は
無
料W

i-Fi

も
使
え
ま
す
）。
近
々
、

こ
こ
で
述
べ
た
政
庁
の
よ
う
す
を
再
現
し

た
新
シ
ス
テ
ム
の
公
開
も
予
定
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
詳
し

く
は
、
日
本
遺
産
太
宰
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。http://w

w
w

.
dazaifu-japan-heritage.jp

）

文
化
財
課　

井
上
信
正
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石
塔
群
と
そ
れ
に
伴
う
穴
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
穴
か
ら
は
、
葬そ
う

送そ
う

儀ぎ

礼れ
い

に
使

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
土は

じ

き
師
器
の
皿
（
素

焼
き
の
皿
）
や
、
火
葬
骨
を
納
め
た
蔵
骨

器
と
し
て
の
古
瀬
戸
（
愛
知
県
尾
張
地
方

浦
ノ
田
遺
跡

　
　
　
　
―
中
世
墓
地
の
様
相
―

発掘当時の墓地の様子（九州歴史資料館　画像提供）

  一石五輪塔と板碑の実測図
（報告書『浦ノ田Ⅳ』から引用）

左から一石五輪塔２基と板碑１基（移築後）

　

浦
ノ
田
遺
跡
は
太
宰
府
天
満
宮
境
内
の

丘
陵
に
あ
っ
た
遺
跡
で
す
。
九
州
国
立
博

物
館
に
通
じ
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
設
置

場
所
に
当
た
っ
た
た
め
、
福
岡
県
教
育
委

員
会
に
よ
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

調
査
成
果
に
よ
る
と
、
丘
陵
の
北
斜
面

に
方
形
石
組
み
区
画
が
あ
り
、
20
カ
所
で

の
焼
き
物
）、
中
国
産
の
陶
磁
器
、
銅
製

の
筒
型
容
器
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
墓
は
、
出
土
遺
物
の
時
期
か
ら

鎌
倉
時
代
後
半
～
室
町
時
代
（
13
世
紀
後

半
～
14
世
紀
）
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

蔵
骨
器
を
埋
め
た
上
に
は
、
五
輪
塔
（
密

教
の
五
大
〈
空
・
風
・
火
・
水
・
地
〉
を

表
し
て
い
る
石
塔
）
や
板
碑
（
板
状
の
石

に
種し
ゅ

字じ

〈
仏
を
表
す
文
字
〉
や
仏
の
像
等

を
彫
っ
た
も
の
）な
ど
を
建
て
て
い
ま
す
。

　

五
輪
塔
は
空
風
輪
、
火
輪
な
ど
の
個
別

の
石
材
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
タ
イ
プ
が

多
い
の
で
す
が
、
こ
の
墓
地
で
出
土
し
た

五
輪
塔
の
中
に
は
一
石
五
輪
塔
と
呼
ば
れ

る
１
つ
の
石
を
彫
り
こ
ん
で
形
を
作
る
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
地
輪
（
土
台
に
な

る
四
角
形
の
石
）
が
縦
に
長
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
石
五
輪
塔
は
砂

岩
製
で
２
つ
並
ん
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、

水
輪
部
に
彫
ら
れ
た
種
字
は
バ
ク
（
釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

）と
、タ
ラ
ー
ク（
宝ほ
う

生
し
ょ
う

如に
ょ

来ら
い

）で
す
。

　

こ
の
遺
跡
が
あ
る
場
所
は
、
天
満
宮
安

楽
寺
（
現
在
の
太
宰
府
天
満
宮
）
の
境
内

で
あ
り
、
天
満
宮
安
楽
寺
に
関
係
し
た

人
々
が
葬
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
中
世
に
お
け
る
天
満
宮
安
楽
寺
の
周

辺
景
観
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
遺
跡
で

あ
り
、
当
時
の
墓
制
を
良
好
に
表
す
資
料

と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
遺
跡
が
立
地
す
る
同
じ
丘
陵
の
東

６
０
０
ｍ
付
近
に
は
、
焼
け
た
土ど

坑こ
う

が
発

掘
調
査
で
多
数
見
つ
か
っ
て
お
り
、
ほ
か

の
事
例
か
ら
火
葬
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
推
論
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の

焼
け
た
土
坑
で
荼だ

毘び

に
付
さ
れ
た
骨
は
、

こ
の
浦
ノ
田
遺
跡
の
墓
に
葬
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

発
掘
さ
れ
た
墓
地
か
ら
保
存
状
態
の
よ

い
３
つ
石
塔
群
を
、
九
州
国
立
博
物
館
の

敷
地
（
天
満
宮
か
ら
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で

抜
け
た
左
手
側
斜
面
）
に
移
築
・
復
元
を

し
て
い
ま
す
。
野
外
展
示
の
た
め
い
つ
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
九
州
国
立
博

物
館
や
太
宰
府
天
満
宮
に
来
ら
れ
た
際
は

ぜ
ひ
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学
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◎
有
形
文
化
財
（
1
件
）

齋さ
い
と
う藤
家け

資し

料
り
ょ
う

　
「
齋
藤
家
資
料
」
は
、齋
藤
家
に
伝
わ
っ

て
い
た
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
筑

前
を
代
表
す
る
絵
師
・
齋さ
い
と
う藤

秋
し
ゅ
う

圃ほ

（
１

７
７
２
～
１
８
５
９
）と
そ
の
子
梅ば
い

圃ほ
（
１

８
１
６
～
１
８
７
５
）
を
中
心
と
し
た
資

料
で
、
そ
の
内
容
は
画が

稿こ
う

（
下
書
き
）
を

中
心
に
書
簡
や
日
記
な
ど
１
４
０
８
件
に

お
よ
び
ま
す
。

　

齋
藤
秋
圃
は
、
京
都
生
ま
れ
で
、
円ま
る
や
ま山

応お
う

挙き
ょ

や
森も
り

狙そ

仙せ
ん

を
師
と
し
、
上か
み
が
た方
の
風
俗

新
指
定
さ
れ
た
文
化
財

　

3
月
28
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
26
日
付
で
、
以
下
の
１
件
が
新
た
に

太
宰
府
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

な
お
、
平
成
27
年
に
台
風
被
害
を
受
け

た
「
晴
明
井
の
エ
ノ
キ
」
に
つ
い
て
は
、

平
成
29
年
６
月
30
日
付
け
で
、
市
指
定
天

然
記
念
物
を
指
定
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

太
宰
府
市
指
定
文
化
財
は
、
こ
れ
で
合

計
32
件
と
な
り
ま
す
。

絵
師
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。
そ
の
後
秋
月

藩
の
御ご

用よ
う

絵え

し師
に
登
用
さ
れ
、
隠い

ん

居き
ょ

後
は

太
宰
府
に
居
を
移
し
て
い
ま
す
。
太
宰
府

で
は
、
齋
藤
秋
圃
に
絵
の
手
ほ
ど
き
を
受

け
た
萱か
や
し
ま
か
く
せ
い

島
鶴
栖
・
吉よ
し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙
を
は
じ
め
、

江
戸
後
期
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
、
絵
師

た
ち
が
活
躍
し
ま
す
が
、
齋
藤
秋
圃
が
太

宰
府
の
南な
ん

画が

（
中
国
の
南
宗
画
に
由
来
す

る
画
派
）
の
創
作
活
動
の
礎
い
し
ず
えを

築
い
た
と

い
え
ま
す
。

　

１
０
０
０
件
を
超
え
る
画
稿
類
が
町
絵

師
の
家
に
ま
と
ま
っ
て
伝
わ
る
例
は
、
全

国
的
に
も
珍
し
く
、
こ
の
資
料
は
、
江
戸

後
期
を
代
表
す
る
南
画
絵
師
で
あ
る
齋
藤

秋
圃
を
研
究
す
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
資

料
と
言
え
ま
す
。

 

文
化
財
課

寿老人図

綾部八幡宮社参図

鐘馗図

『
太
宰
府
の
絵
師

�

齋
藤
秋
圃
』
展

会
期　

６
月
２
日
㈯
～
７
月
16
日（
月
・
祝
）

月
曜
休
館

会
場　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館
展
示

室
・
多
目
的
ホ
ー
ル

※
観
覧
無
料

　

本
市
で
は
、
齋
藤
家
で
保
管
さ
れ
て
い

た
資
料
を
４
年
か
け
て
本
格
的
に
調
査
し

ま
し
た
。
今
回
は
、
調
査
に
よ
っ
て
明
ら

か
と
な
っ
た
貴
重
な
画
稿
の
数
々
を
作
品

と
共
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
研
究
者
注
目

の
展
示
は
、
初
公
開
の
資
料
ば
か
り
で

す
。
文
化
財
に
慣
れ
親
し
ん
だ
太
宰
府
市

民
に
と
っ
て
も
、
見
逃
せ
な
い
貴
重
な
機

会
で
す
。
筑
前
を
代
表
す
る
絵
師
の
ユ

ニ
ー
ク
な
構
図
と
伸
び
や
か
な
筆
使
い
を
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

○
開
会
式　

○
展
示
解
説

　

６
月
２
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

展
示
特
別
講
座

○
「
齋
藤
秋
圃
研
究
の
歴
史
」

　

橋
冨
博
喜
（
元
近
畿
大
学
教
授
）

　

６
月
16
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館
１
階
実
習
室

※
申
込
不
要
、
受
講
無
料

問
い
合
わ
せ

　

文
化
財
課
（
☎
内
線
４
７
２
）
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古
代
山
城
の
大
野
城
内
に
建
立
さ
れ
た
四

王
院
（
寺
）
の
別
院
と
し
て
、
天
台
宗
の

円え
ん

珍ち
ん

の
弟
子
が
９
世
紀
に
建
立
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
２
棟
の
建
物
跡
と

石い
し

組ぐ
み

遺い

構こ
う

、
階
段
遺
構
、
石せ

き

列れ
つ

な
ど
を
確

認
し
ま
し
た
。

　

２
棟
の
建
物
跡
は
13
世
紀
代
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
、
柱
と
柱
の
間
の
数
が
３
間

×
３
間
（
東
西
８
ｍ
×
南
北
12
ｍ
）
の
建

原
遺
跡
第
27
次
調
査

―
山
岳
寺
院「
原
山
」本
堂
伝
承
地
の
確
認
調
査
―

　

平
成
29
年
9
月
か
ら
連
歌
屋
、
三
条
に

広
が
る
山
岳
寺
院
「
原
山
」
の
本
堂
伝
承

地
で
、
遺
跡
の
内
容
を
確
認
す
る
調
査
を

行
い
ま
し
た
。

　

山
岳
寺
院
「
原
山
」
は
天
台
宗
の
寺
院

で
、「
原は

ら

八は
ち

坊ぼ
う

」
と
も
呼
ば
れ
、
時
宗
を

開
い
た
一
遍
や
室
町
幕
府
を
開
い
た
足
利

尊
氏
が
滞
在
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
近
世
に
書
か
れ
た
『
円え

ん

満ま
ん

山ざ
ん

四し

王お
う

寺じ

縁え
ん

起ぎ

』
で
は
、
宝ほ

う
 
き亀

５
（
７
７
４
）
年
に

物
跡
１
（
図
２
、
赤
線
の
建
物
跡
）
と
５

間
×
３
間
（
東
西
14
・
５
ｍ
×
南
北
11
ｍ
）

の
建
物
跡
２
（
礎
石
建
物
跡
、
図
２
、
青

線
の
建
物
跡
）
で
す
。
各
建
物
跡
の
北
側

に
は
、
屋
根
か
ら
雨
が
落
ち
る
こ
と
で
で

き
る
雨あ

ま

落お
ち

溝み
ぞ

が
残
っ
て
い
ま
す
。
遺
構
の

重
な
り
か
ら
建
物
跡
１
か
ら
建
物
２
へ
と

建
て
替
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
14
世
紀
代
に
な
る
と
建
物
は
姿
を

消
し
、
石
組
遺
構
（
図
２
の
ピ
ン
ク
色
の

囲
み
、
図
３
）
が
造
ら
れ
ま
す
。
こ
の
石

組
遺
構
の
上
に
は
昭
和
45
年
に
発
見
さ
れ

た
石
塔
（
層そ

う

塔と
う

）
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
地

の
東
側
に
お
い
て
、
平
成
27
年
度
に
確
認

し
た
道
か
ら
敷
地
内
に
入
る
た
め
の
階
段

遺
構
（
図
２
の
緑
色
の
囲
み
、
図
４
）
を

確
認
し
ま
し
た
。
石
列
（
図
２
の
オ
レ
ン

ジ
色
の
囲
み
）
は
５
石
が
残
り
、
建
物
跡

よ
り
も
古
い
時
期
の
基
段
の
一
部
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

確
認
し
た
２
棟
の
建
物
跡
は
、
こ
れ
ま

で
原
遺
跡
で
確
認
し
た
建
物
跡
よ
り
も
規

模
が
大
き
く
、
調
査
地
が
「
本
堂
跡
」
と

の
伝
承
も
残
る
こ
と
か
ら
、
原
山
の
本
堂

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
建
物
廃
絶
後
に
は
、

こ
の
土
地
が
本
堂
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

石
塔
（
層
塔
）
が
建
て
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
ま
た
、
階
段
遺
構
の
確
認
に
よ

り
、
道
と
本
堂
が
一
連
の
遺
跡
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構
の

確
認
は
、
山
岳
寺
院
「
原
山
」
の
歴
史
を

解
明
す
る
う
え
で
貴
重
な
成
果
と
な
り
ま

し
た
。　
　
　
　

文
化
財
課　

沖
田
正
大

図２　調査区全景写真（上が北）

図３　石組遺構（北側から撮影）

図４　階段遺構（東側から撮影）

建物跡１雨落溝建物跡１雨落溝
建物跡２雨落溝建物跡２雨落溝

建物跡１建物跡１
石組遺構石組遺構

建物跡２
（礎石建物跡）
建物跡２

（礎石建物跡） 階段遺構階段遺構

石列石列

図１　調査位置図（赤丸が調査地点、上が北）
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大
宰
府
の
羅ら

城
じ
ょ
う

�
-

古
代
の
大
宰
府
を
守
っ
た
外が
い
か
く郭

施
設-

　

50
年
に
及
ぶ
古
代
大
宰
府
の
調
査
研
究
の
大
き
な

成
果
の
一
つ
に
、
大
宰
府
を
守
っ
た
大
野
城
跡
や
水

城
跡
、
基き

い肄
城
跡
を
つ
な
ぐ
施
設
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

本
市
の
南
に
位
置
す
る
筑
紫
野
市
の
前ま
え
は
た畑

遺
跡
は

西
鉄
筑
紫
駅
西
側
の
丘
陵
地
に
あ
り
ま
す
が
、
一
昨

年
、
こ
こ
で
古
代
の
土
塁
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
土
塁
は
基
肄
城
方
面
か
ら
大
宰
府
に
向
か
う
方
向

を
持
つ
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
を
取
り
囲
む
城
壁
の
機

能
を
持
っ
た
外
郭
施
設
だ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
施
設
の
存
在
は
、
考
古
学
に

よ
る
大
宰
府
研
究
の
礎
を
築
い
た
九
州
大
学
の
鏡
か
が
み

山や
ま

猛
た
け
し

の
著
書
『
北
九
州
の
古
代
遺
跡
』（
１
９
５
６

年
刊
行
）
の
中
で
大
宰
府
の
「
羅
城
」
と
呼
称
さ
れ
、

具
体
的
な
外
郭
線
の
位
置

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

の
阿あ

部べ

義ぎ

平へ
い

の
論
文
「
日

本
列
島
に
お
け
る
都
城
形

成-

大
宰
府
羅
城
の
復
元

を
中
心
に-

」（
１
９
９
１

年
刊
行
）
の
中
で
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。

　
「
羅
城
」
は
主
に
中
国

の
唐
代
以
降
に
使
用
さ
れ

た
、
都
市
を
取
り
囲
む
城

壁
を
示
す
言
葉
で
、
そ
の

用
語
は
中
国
の
地
方
都
市

や
諸
外
国
の
都
市
に
も
使

用
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
に

お
い
て
は『
日
本
書
紀
』天
武
８（
６
７
９
）年 

11 

月

条
に
「
難
波
に
羅
城
を
築
く
」
と
あ
り
、
古
代
の
時

点
で
京
に
係
る
施
設
と
し
て
の
「
羅
城
」
の
用
語
が

使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
本
市
と
友
好
都
市
の
関

係
に
あ
る
韓
国
扶プ

餘ヨ

に
あ
っ
た
百
済
の
首
都
「
泗サ

泚ビ

」

に
も
戦
前
か
ら
羅
城
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
羅

城
の
遺
構
は
現
在
で
は
世
界
遺
産「
百
済
歴
史
地
域
」

の
構
成
資
産
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
の
「
羅
城
」

の
概
念
に
つ
い
て
も
前
畑
遺
跡
の
発
見
を
き
っ
か
け

に
論
議
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

阿
部
説
に
よ
れ
ば
大
宰
府
を
と
り
ま
く
「
羅
城
」

は
総
延
長
で
約
50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
規
模
と
な
り
、

東
ア
ジ
ア
で
も
屈
指
の
規
模
の
施
設
と
な
る
よ
う
で

す
。
前
畑
遺
跡
の
発
見
が
き
っ
か
け
と
な
り
福
岡
県

が
主
体
と
な
っ
て
関
係
す
る
市
町
の
教
育
委
員
会
が

参
加
し
て
、
大
宰
府
の
外
郭
施
設
と
し
て
の
土
塁
や

関
連
施
設
を
探
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、

小
郡
市
域
や
本
市
の
大
野
城
跡
内
な
ど
で
新
た
な
発

見
が
あ
り
ま
し
た
。
本
市
に
お
い
て
も
地
元
の
ご

協
力
を
い
た
だ

き
四
王
寺
山
か

ら
宝
満
山
、
高

雄
地
区
な
ど
で

「
羅
城
」
の
痕
跡

を
探
す
作
業
を

続
け
て
い
ま
す
。

　

大
宰
府
発
掘
50
年
を
迎
え
、
新
た
な
古
代
大
宰
府

の
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

文
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山
村　

信
榮

想定される羅城の北東域（天拝山頂より）

赤の破線が羅城の想定位置（画像提供　九州歴史資料館）

関係者による現地踏査
（平成 29年度）
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東
西
方
向
に
6
基
が
南
北
に
3
列
、
整
然

と
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
規
模
は
東
西

20
・
91
ｍ
（
桁
間
5
間
）、
南
北
８
・
18

ｍ
（
梁
間
2
間
）
で
、
面
積
を
計
算
し
て

み
る
と
１
７
０
㎡
余
り
と
、
門
だ
け
で
現

代
の
戸
建
住
宅
が
1
棟
建
て
ら
れ
る
ほ
ど

の
広
さ
で
す
。
柱
と
柱
の
間
は
、
東
西
5

間
の
う
ち
の
中
央
間
だ
け
が
他
と
比
べ
て

約
１
・
５
倍
広
い
５
・
７
ｍ
。
こ
の
部
分

が
南
門
の
メ
イ
ン
の
扉
が
位
置
し
た
と
こ

大
宰
府
政
庁
南
門

　

大
宰
府
政
庁
跡
は
、古
代
、西
海
道
（
今

の
九
州
）
を
管
轄
し
外
交
の
窓
口
な
ど
も

担
い
、
朝
廷
と
関
わ
り
の
深
い
役
所
で

あ
る
大
宰
府
の
中
枢
施
設
だ
っ
た
場
所
で

す
。政
庁
跡
を
正
面（
南
側
）か
ら
向
か
い
、

石
段
を
上
が
っ
て
い
く
と
最
初
に
目
に
す

る
礎
石
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
、
政
庁

の
正
面
玄
関
に
あ
た
る
「
南
門
」
の
跡
で

す
。

　

地
表
面
に
は
、
直
径
約
70
㎝
の
円
形
の

柱
座
が
造
り
出
さ
れ
た
礎
石
が
計
18
基
、

ろ
で
す
。

　

現
在
地
表
に
見
え
る
礎
石
の
上
に
は
ど

の
よ
う
な
建
物
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
復
原
に
あ
た
っ
て
は
、
古
代
建
築
研

究
の
第
一
線
の
研
究
者
た
ち
が
関
わ
り
ま

し
た
。
使
わ
れ
て
い
る
礎
石
が
巨
大
で
あ

る
こ
と
か
ら
重
量
の
あ
る
大
き
な
建
物
と

想
定
で
き
、
屋
根
が
二
重
と
な
る
重
層
構

造
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
屋
根

は
、
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
基き

 
だ
ん壇

の
規

模
か
ら
、
雨
落
ち
が
基
壇
の
外
側
に
く
る

よ
う
な
、
四
方
に
軒
の
出
が
あ
る
入い

り
 
も
 
や

母
屋

形
式
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
時
代

が
近
い
建
築
物
で
あ
る
平
等
院
鳳
凰
堂
な

ど
を
参
考
に
、
重
層
の
入
母
屋
屋
根
の
壮

麗
な
五
間
三
戸
門
（
5
間
の
う
ち
中
央
3

間
が
出
入
口
と
な
る
門
）
で
復
原
さ
れ
て

い
ま
す
。
建
築
さ
れ
て
い
た
当
時
と
し
て

は
先
進
的
な
大
陸
風
の
建
物
で
、
都
と
こ

こ
大
宰
府
に
し
か
な
く
、
他
の
地
方
官
衙

（
役
所
）
と
は
大
き
く
一
線
を
画
し
て
い

た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
門
を
古
代
官
人
た

ち
や
外
国
か
ら
の
使
節
な
ど
が
通
っ
た
こ

と
を
想
像
し
て
み
ま
す
と
、
時
を
越
え
て

今
も
こ
の
礎
石
が
こ
の
場
所
に
あ
る
こ
と

に
は
言
い
様
の
な
い
感
慨
深
さ
が
あ
り
ま

す
。
現
地
で
は

※

日
本
遺
産
関
連
ア
プ
リ

を
使
っ
て
、
お
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
大
宰
府
政
庁
の
往
時
の

姿
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
、
西
の

都
を
体
感
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

※
ア
プ
リ
は
〔
Ｖ
Ｒ 

日
本
遺
産 

古
代
日
本
の

「
西
の
都
」
大
宰
府
〕
で
ご
検
索
く
だ
さ
い
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

現在の南門跡（南東から撮影）
18 本の総柱を支えた礎石のうちの 12 基が現存
し、そのうち 7 基は元々の位置を保っています。

九州国立博物館 4 階展示室入り口前に展示されている
大宰府政庁南門模型（九州国立博物館画像提供）

アプリを使って現地で見ることができる VR 画像

「
ま
る
ご
と
太
宰
府
歴
史
展
」開
催
中
！

　

今
か
ら
50
年
前
の
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
秋
、

政
庁
跡
で
鍬
入
れ
式
が
行
わ
れ
、
約
１
年
を
か
け
て

特
別
史
跡
大
宰
府
跡
で
の
最
初
の
計
画
的
な
発
掘
調

査
が
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し

た（
大
宰
府
史
跡
第
１
次
調
査
）。
現
在
、
太
宰
府
市

文
化
ふ
れ
あ
い
館
（
国
分
四
丁
目
９
番
11
号
）
で
開

催
中
の
「
ま
る
ご
と
太
宰
府
歴
史
展
」
で
は
、
旧
石

器
時
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
太
宰
府
の
通
史
展
示
と

と
も
に
、
大
宰
府
発
掘
50
年
を
テ
ー
マ
に
関
連
資
料

の
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。（
入
館
無
料
、
会
期
は
11
月
３
日
ま
で
）
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