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　 401鎌
倉
時
代
の
道
の
跡
　
観
世
音
寺
一
丁
目

南
北
方
向
の
道
を
坊
路
と
呼
び
ま
す
。
調

査
を
行
っ
た
場
所
は
、
大
宰
府
条
坊
の
左

郭
６
条
４
坊
と
５
坊
の
区
画
に
あ
た
り
、

左
郭
４
坊
路
の
推
定
ラ
イ
ン
に
あ
た
る
場

所
で
す
。

　

調
査
で
は
４
坊
路
推
定
ラ
イ
ン
上
で
、

南
北
方
向
に
の
び
る
道
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
写
真
１
は
鎌
倉
時
代
の
道
の
調
査
途

中
の
様
子
を
撮
っ
た
も
の
で
す
。
中
央
に

は
路
面
と
、
そ
の
両
脇
に
は
溝
が
見
え
ま

　

昨
年
の
２
月
に
大
宰
府
条
坊
跡
（
第
３

１
７
次
）
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
調
査
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
道
の
跡
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
道
の
跡

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

　

大
宰
府
条
坊
は
、
大
宰
府
政
庁
前
か
ら

の
び
る
朱す

雀ざ
く

大お
お

路じ

の
東
西
に
、
碁
盤
の
目

状
に
土
地
が
区
画
さ
れ
た
都
市
遺
跡
で

す
。
朱
雀
大
路
の
東
側
を
左さ

郭か
く

、
西
側
を

右う

郭か
く

と
呼
び
、
東
西
方
向
の
道
を
条
路
、

す
。
路
面
は
幅
約
１
ｍ
ほ
ど
で
、
硬
く
締

ま
っ
た
土
の
面
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
と
、
硬
く
締
ま
っ

た
路
面
の
下
に
は
小
石
や
土
器
・
陶
磁
器

の
破
片
を
敷
き
詰
め
た
状
態
を
確
認
し
ま

し
た
（
写
真
２
参
照
）
。
こ
れ
は
路
盤
と

考
え
ら
れ
、
路
面
の
下
に
小
石
な
ど
を
敷

き
詰
め
る
こ
と
で
、
路
面
が
崩
れ
な
い
よ

う
に
、
ま
た
歩
き
や
す
い
よ
う
に
工
夫
を

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

路
面
の
両
脇
に
見
え
る
溝
は
道
の
側
溝

で
す
。
溝
は
や
や
蛇
行
し
な
が
ら
道
と
並

行
し
て
お
り
、
路
面
に
水
が
溜
ま
ら
な
い

よ
う
に
、
排
水
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

遺
跡
の
南
側
に
は
御
笠
川
が
流
れ
て
お

り
、
水
は
溝
を
通
っ
て
御
笠
川
に
流
れ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
遺
跡
は
11
～
12
世
紀
中
頃
の
御
笠

川
の
氾
濫
で
地
盤
が
流
さ
れ
、
古
代
後
期

か
ら
中
世
初
期
に
復
興
さ
れ
た
土
地
で
、

現
場
で
発
見
さ
れ
た
道
は
、
少
な
く
と
も

2
回
つ
く
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
道
は
つ
く
り
直
さ
れ
る
た
び

に
東
に
少
し
ず
つ
ず
れ
、
路
面
の
つ
く
り

方
や
道
幅
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま

た
道
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
大
宰
府
条
坊
跡

の
左
郭
４
坊
路
を
踏
襲
し
た
位
置
と
方
向

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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写真１　南北にのびる道と溝

写真２　路面の下に敷き詰められた小石
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い
ま
す
。

　

条
坊
と
呼
ぶ
こ
の
街
の
北
辺
に
あ
っ
た

大
宰
府
政
庁
の
前
を
通
る
東
西
道
は
、
都

へ
向
か
う
官
道
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、

街
に
と
っ
て
重
要
な
東
西
道
路
で
し
た
。

こ
の
道
は
、
今
は
市
役
所
の
前
を
通
る
県

天
満
宮
周
辺
の
条
里

　

古
代
の
大
宰
府
に
は
、
「
天
下
の
一
都

会
」
と
記
さ
れ
た
街
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
奈
良
や
京
都
の
都
の
よ
う
に
碁
盤
の

目
に
整
然
と
区
割
さ
れ
た
街
で
、
そ
の
痕

跡
は
、
な
か
な
か
気
づ
き
に
く
い
の
で
す

が
、
今
も
街
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
残
っ
て

道
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
こ
の
道
か
ら
、

古
代
の
条
坊
の
街
の
東
西
幅
を
お
よ
そ
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
つ
て
は
、
道
の

西
端
・
関
屋
交
差
点
付
近
が
条
坊
の
西
端

で
あ
り
、
ま
た
条
坊
の
東
端
だ
っ
た
五
条

交
差
点
は
、
今
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
太
宰
府
天
満
宮

周
辺
の
地
割
で
す
。
こ
れ
は
条
坊
の
街
の

外
側
に
広
が
っ
て
い
た
、
古
代
の
水
田
区

画
に
由
来
す
る
「
条
里
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
す
。
一
辺
約
１
０
９
ｍ
の
地
割
で
、

正
方
形
や
平
行
四
辺
形
の
地
割
が
道
路
や

敷
地
境
と
な
っ
て
、
今
も
街
並
み
の
な
か

に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
里
は
、
五
条
交
差
点
が
起
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。
地
図
上
で
五
条
交
差
点

か
ら
東
へ
東
西
線
を
の
ば
し
、
そ
れ
か
ら

北
側
に
１
０
９
ｍ
ず
つ
間
隔
を
あ
け
て
平

行
線
を
引
い
て
み
る
と
、
こ
れ
と
一
致
す

る
東
西
道
路
や
区
割
り
が
見
つ
か
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
条
里
地
割
を
引
き
継
い
で

い
る
と
考
え
ら
れ
、
発
掘
調
査
で
も
、
こ

れ
に
沿
っ
た
古
い
時
代
の
溝
な
ど
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
梅
大
路
交

差
点
か
ら
九
州
国
立
博
物
館
の
駐
車
場
に

向
か
う
東
西
道
路
や
、
天
満
宮
門
前
の
店

が
並
ぶ
参
道
は
、
条
里
の
地
割
が
起
源
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
太
宰
府
天
満
宮
は
、
大
宰
府
に
左

遷
さ
れ
９
０
３
年
に
亡
く
な
っ
た
菅
原
道

真
の
墓
所
で
す
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
亡
骸

を
牛
車
で
運
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
牛

が
動
か
な
く
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
道
真

公
の
思
し
召
し
と
し
て
亡
骸
を
そ
こ
に
埋

葬
し
た
、
そ
れ
が
太
宰
府
天
満
宮
の
始
ま

り
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
天
満
宮
本
殿
の
位
置
は
、
こ
の

条
里
の
東
西
道
が
推
定
さ
れ
る
場
所
と
一

致
し
ま
す
。
今
は
こ
こ
に
道
路
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
の
ち
に
門
と
の
関
係
で
南
へ
少

し
移
さ
れ
た
と
推
測
す
る
と
、
か
つ
て
牛

車
が
通
っ
た
道
が
地
下
に
埋
も
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
道
は
、
こ
の
西

方
で
、
古
代
山
城
の
大
野
城
・
太
宰
府
口

城
門
に
至
る
登
城
路
と
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
（
太
宰

府
市
民
遺
産
第
３
号
「
か
つ
て
あ
っ
た
道

『
四
王
寺
山
の
太
宰
府
町
道
』
」
と
一
致
す

る
山
道
で
す
）
。

　

条
里
は
、
太
宰
府
の
街
の
な
か
に
息
づ

い
て
お
り
、
千
年
前
の
風
景
を
今
に
つ
な

い
で
い
ま
す
。 

 
 

 

文
化
財
課　

井
上　

信
正



広報だざいふ 2018.12.1（平成30年）  34

この広報紙は再生紙

を利用しています。

編集/太宰府市総務部経営企画課：〒818-0198　太宰府市観世音寺一丁目1番1号
　　　☎092(921)2121　FAX(921)1601　　　keiei-kikaku@city.dazaifu.lg.jp

　

太

宰

府

の

文

化

財

　 403史
跡
宝ほ

う

ま

ん

ざ

ん

満
山
　
殺

せ
っ
し
ょ
う生
禁
断
の
碑

す
。
「
生
物
の
命
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
こ
の
碑
で
す
が
、
碑
が

立
っ
て
い
る
場
所
か
ら
上
の
領
域
で
は
殺

生
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
目
に
見
え
る
形

で
示
し
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
「
殺
生

禁
断
の
結
界
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
江
戸
時
代
に
こ
の
山
で
信
仰

さ
れ
た
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え

　

本
市
北
東
に
あ
る
筑
紫
野
市
と
の
市
境

に
は
、
古
来
霊
山
と
し
て
信
仰
の
対
象
と

な
っ
た
宝
満
山
（
標
高
８
２
９
ｍ
）
が
位

置
し
て
い
ま
す
。
福
岡
市
近
郊
の
手
頃
に

登
れ
る
山
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
登
山
者

の
数
は
九
州
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
、
年

間
7
万
人
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
宝
満
山
は
、
平
成
25
年
10
月
17
日
に

国
の
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

富
士
山
、

鳥
ち
ょ
う

海か
い

山さ
ん

に
続
く
全
国
で
も
例

が
少
な
い
霊
山
と
し
て
の
指
定
で
し
た
。

そ
ん
な
宝
満
山
の
山
中
に
は
、
古
く
か
ら

現
在
ま
で
続
く
信
仰
の
痕
跡
が
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
１
つ
に
、
今
回
取
り

上
げ
る
「
殺
生
禁
断
」
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
花
こ
う
岩
製
で
、
太
宰
府
側

か
ら
山
頂
に
至
る
登
拝
道
の
道
際
に
立
っ

て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
山
の
五
合
目
に
位
置

し
ま
す
。
一
の
鳥
居
か
ら
登
っ
て
い
く
と

休
や
す
み

堂ど
う

の
先
に
あ
り
、
碑
の
周
辺
は
眺
め

が
良
く
、
太
宰
府
方
面
を
見
る
と
眼
下
に

四
王
寺
山
か
ら
博
多
湾
ま
で
一
望
で
き
ま

ら
れ
て
お
り
、
『
山
林
式し
き
も
く目
』
と
い
う
文

献
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
宝
満
山
は
山や
ま

伏ぶ
し

に
よ
り
厳
格
に
管
理
さ
れ
、
樹
木
伐
採

や
狩
猟
に
つ
い
て
の
細
か
な
ル
ー
ル
が
定

め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
山
頂
付
近
の

豊
か
な
ブ
ナ
の
自
然
林
が
残
さ
れ
て
い
る

の
も
、
山
伏
に
よ
り
守
ら
れ
て
き
た
遺
産

の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
現
在

で
も
登
山
者
が
こ
の
碑
を
見
る
た
び
に
、

碑
か
ら
山
頂
に
向
か
う
領
域
が
霊

山
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

一
木
一
草
に
至
っ
て
も
魂
が
宿
っ

て
い
る
た
め
、
む
や
み
に
命
を
奪

う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
で

き
ま
す
。

　

平
成
30
～
31
年
度
に
か
け
て
本

市
で
は
、
筑
紫
野
市
と
共
同
で
史

跡
宝
満
山
の
管
理
や
保
存
活
用
の

ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
な
る
保
存
活
用

計
画
を
作
成
し
て
い
き
ま
す
。
山

伏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
人
が

守
っ
て
き
た
宝
満
山
を
、
両
市
で

史
跡
と
し
て
未
来
に
向
け
て
保

存
・
活
用
で
き
る
よ
う
に
計
画
を

策
定
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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山頂付近のブナの自然林
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で
、
竜

り
ゅ
う

頭ず

と
い
う
吊
り
鐶か

ん

部
分
に
は
猛
々

し
い
双
龍
が
、
鐘

し
ょ
う

身し
ん

の
上
帯
お
よ
び
下

帯
に
は
肉
太
の
忍に

ん
と
う冬

唐か
ら

草く
さ

文も
ん

、
撞つ

き
座
に

は
新し

ら

ぎ羅
系
瓦
に
似
た
蓮れ

ん

華げ

文も
ん

が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
撞
き
座
の
位
置
は
古
い
も
の
ほ

ど
高
い
傾
向
が
あ
り
、
観
世
音
寺
の
鐘
は

鐘
身
の
五
分
の
二
ほ
ど
の
高
さ
に
あ
り
、

奈
良
時
代
ま
で
の
古
鐘
の
中
で
も
特
に
高

観
世
音
寺
の
梵
鐘　

―
国
宝
・
飛
鳥
時
代
―

観世音寺梵鐘（高さ 159.5㎝、口径 86.4㎝　）

観世音寺所蔵、九州歴史資料館提供画像に加筆

　

「
…
観
音
寺
は
た
だ
鐘
の
声
を
聴
く
」

と
、
９
０
１
年
か
ら
の
約
２
年
間
を
観
世

音
寺
か
ら
１
km
ほ
ど
離
れ
た
南
館
（
今
の

榎
社
）
で
過
ご
し
た
菅
原
道
真
が
、
漢
詩

「
不
出
門
」
の
中
で
詠
ん
で
い
る
の
は
、

こ
の
観
世
音
寺
の
梵
鐘
の
こ
と
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
梵
鐘
は
銅
製
の
鋳
造
に
よ
る
も
の

い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
梵
鐘
と
〝
兄
弟
鐘
〟
と
言
わ
れ
る

銅
鐘
が
、
京
都
の
妙

み
ょ
う

心し
ん

寺じ

に
あ
り
ま
す
。

二
つ
の
鐘
は
、
竜
頭
の
大
き
さ
や
上
帯
・

下
帯
の
唐
草
文
に
差
異
は
あ
り
ま
す
が
、

鐘
身
の
サ
イ
ズ
や
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
撞

き
座
の
位
置
や
大
き
さ
、
上
帯
・
中
帯
・

下
帯
の
位
置
と
幅
な
ど
が
一
致
し
て
お

り
、
鐘
身
部
が
同
じ
挽ひ

き

形が
た

か
ら
作
っ
た
鋳い

型が
た

で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
妙
心
寺
の
鐘
に
は
、
陽

よ
う
ち
ゅ
う鋳

さ
れ
た
銘

文
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
６
９
８
年
に

現
在
の
糟
屋
郡
で
作
ら
れ
た
も
の
と
分
か

り
、
製
作
年
が
明
ら
か
な
銅
鐘
と
し
て
は

日
本
最
古
の
も
の
で
す
。
観
世
音
寺
の
鐘

も
妙
心
寺
の
鐘
と
近
い
時
期
に
製
作
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
竜

頭
や
上
帯
・
下
帯
の
唐
草
文
の
形
態
の
違

い
か
ら
、
観
世
音
寺
の
鐘
の
方
が
よ
り
古

い
も
の
と
す
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

妙
心
寺
の
鐘
は
引
退
し
、
現
在
は
法

は
っ
 
と
う堂

の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
観
世
音

寺
の
鐘
は
今
な
お
現
役
で
、
秋
の
太
宰
府

天
満
宮
の
神
幸
式
大
祭
（
通
称
「
ど
ん
か

ん
祭
り
」
）
の
際
に
は
お
下
り
・
お
上
り

の
儀
で
行
列
が
観
世
音
寺
の
南
の
ど
ん
か

ん
道
を
通
過
す
る
時
に
合
わ
せ
て
、
鐘
が

衝
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
晦
日
に
は

除
夜
の
鐘
が
撞
か
れ
、
最
後
に
ご
住
職
が

撞
く
鐘
の
音
と
と
も
に
新
し
い
年
が
迎
え

ら
れ
ま
す
。
太
宰
府
の
ま
ち
に
響
き
渡
る

こ
の
日
本
最
古
の
鐘
の
音
は
、
「
残
し
た

い
〝
日
本
の
音
風
景
１
０
０
選
〟
」
に
選

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

観
世
音
寺
は
、
天
智
天
皇
が
６
６
１
年

に
亡
く
な
っ
た
母
・
斉さ

い

明め
い

天
皇
の
追
善
供

養
の
た
め
に
発ほ

つ

が

ん願
し
た
寺
で
、
遅
く
と

も
７
４
６
年
ま
で
に
は
完
成

し
、
法
要
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
梵
鐘
は
、
7
世
紀

末
頃
に
作
ら
れ
観
世
音
寺
創

建
期
か
ら
今
ま
で
を
見
守
り
、

そ
し
て
往
時
に
生
き
て
い
た

人
々
が
耳
に
し
た
音
を
現
代

の
私
た
ち
に
も
聞
か
せ
て
く

れ
る
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

文
化
財
課　

遠
藤　

茜

竜頭
（35.4㎝）

鐘身
（118.0㎝）

笠形

上帯

中帯

撞き座

下帯

除夜の鐘の様子
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は
相
輪
や
二
層
目
の
笠
を
失
っ
て
い
ま
す

が
、
各
層
の
彫
刻
な
ど
は
残
り
の
良
い
状

態
で
し
た
。
各
層
に
は
「
地じ

蔵ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

」
と

「
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

」
が
彫
り
出
さ
れ
、
一
番

下
の
初
層
の
仏
の
両
脇
に
は
各
仏
に
帰
依

す
る
こ
と
を
示
す
「
南な

無む

地じ

蔵ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

」
、

「
南な

む

あ

み

だ

無
阿
弥
陀
佛ぶ
つ

」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
初
層
と
三
層
目
の
笠
の
軒
の
下

に
は
、
角
材
を
表
し
た
四
角
形
の
彫
刻
を

二
段
に
並
べ
、
軒
下
の
垂た
る

木き

を
表
現
す
る

な
ど
、
細
か
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

連
歌
屋
か
ら
三
条
に
は
「
原は

ら

山
や
ま
（
さ
ん
）

」
・

「
原は
ら
は
ち
ぼ
う

八
坊
」
（
以
下
、
原
山
と
す
る
）
と
呼

ば
れ
る
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
山さ
ん

岳が
く

寺じ

院い
ん

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
45

年
、
こ
の
原
山
の
本
堂
跡
と
伝
え
ら
れ
る

土
地
で
、
工
事
中
に
地
下
約
１
ｍ
の
場
所

で
五ご

輪り
ん

塔と
う

や
層そ
う

塔と
う

な
ど
の
石
塔
が
数
多
く

発
見
さ
れ
、
新
聞
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
発
見
さ
れ
た
層
塔
（
写
真
１
）

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
重
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
な
る
層
塔
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伝
原
山
本
堂
跡
出
土
の
石
塔
と

　
　
原

は

ら

遺
跡
第
27

次
調
査
の
石
組

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
層
塔
は
、
県
内

で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
佐
賀
県
や
熊

本
県
で
見
ら
れ
る
た
め
、
筑
後
よ
り
南
の

地
域
の
影
響
を
受
け
て
造
ら
れ
た
物
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
45
年
の
石
塔
の
発
見
か
ら
47
年
が

経
過
し
た
平
成
29
年
9
月
か
ら
平
成
30
年

7
月
に
、
層
塔
が
発
見
さ
れ
た
伝
原
山
本

堂
跡
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
本
堂

と
考
え
ら
れ
る
新
旧
２
棟
の
礎そ

石せ
き

建た
て

物も
の

跡あ
と

な
ど
と
と
も
に
石い
し

組ぐ
み

（
写
真
２
）
が
出
土

し
ま
し
た
。
こ
の
石
組
は
、
２
棟
の
礎
石

建
物
と
重
複
す
る
位
置
に
造
ら
れ
、
礎
石

建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
た
時
代
の
直
後
で

あ
る
14
世
紀
代
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
14
世
紀
代
に
堂
社
が
な
く
な
っ
た

後
も
、
こ
の
地
が
本
堂
の
跡
地
で
あ
り
、

原
山
で
の
信
仰
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を

示
す
よ
う
に
、
石
組
の
上
に
層
塔
を
始
め

と
し
た
石
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

昭
和
45
年
の
新
聞
記
事
に
は
、
工
事
の

前
に
発
掘
調
査
を
望
む
地
元
住
民
の
声
が

強
い
こ
と
や
、
出
土
し
た
石
塔
が
住
民
の

手
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か

れ
、
地
元
の
人
の
支
え
に
よ
っ
て
原
山
の

歴
史
が
伝
え
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
こ
う
し
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き

た
歴
史
が
、
昨
年
に
実
施
し
た
発
掘
調
査

の
成
果
と
結
び
つ
き
、
原
山
の
歴
史
を
ひ

も
解
く
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

 

文
化
財
課　

沖
田　

正
大 写真２　伝原山本堂跡の発掘調査で出土した石組

写真１　

伝原山本堂跡で発見された層塔

伝原山本堂跡位置図

（赤印が伝本堂跡）
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発
掘
調
査
で
は
、
寺
院
に
関
わ
る
遺
物

が
い
く
つ
か
出
土
し
ま
し
た
。
写
真
１
は

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
土
製
の
仏
像
を

か
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。

　
仏
像
は
大
半
が
失
わ
れ
て
お
り
、
全
体

像
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
底
面
に
花
弁
を

か
た
ど
っ
た
も
の
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は

仏
の
台
座
で
あ
る
蓮れ

ん

華げ

座ざ

を
表
し
て
い
ま

す
。
そ
の
上
の
丸
い
ふ
く
ら
み
は
足
を
組

ん
で
座
っ
た
状
態
を
表
し
て
お
り
、
ち
ょ

う
ど
左
腿も
も

か
ら
膝ひ
ざ

の
部
分
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
坐ざ

像ぞ
う

で
あ
る
こ
と
が

土
製
仏
像
　
原
遺
跡
第
22

次
調
査
出
土

中
世
　
三
条
一
丁
目

写真１  原遺跡第 22 次調査出土  土製仏像

写真２（参考）  原遺跡第 12 次調査出土

土製仏像（頭部欠損）

  写真３　原遺跡第 22 次調査全景　南東から撮影

　
太
宰
府
天
満
宮
の
西
側
に
あ
る
浦
之
城

橋
を
渡
っ
て
四
王
寺
山
に
向
か
う
途
中
、

連
歌
屋
か
ら
三
条
一
帯
に
中
世
の
寺
院
跡

で
あ
る
原
遺
跡
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
か
つ
て
、
「
原
山
」
と
よ
ば
れ
る

山
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
寺
は
通
称
「
原は

ら

八は
ち

坊ぼ
う

」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
八
坊
の
ほ
か
本

堂
、
中
堂
、
宝
塔
院
な
ど
が
建
っ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
本
堂
が

建
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
場
所
の
一
部

で
平
成
27
年
に
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し

た
。

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
中
央
に
2
本
、
膝

の
あ
た
り
を
縦
に
走
る
浮
き
出
た
線
が
見

え
ま
す
。
こ
れ
は
仏
が
身
に
着
け
て
い
る

衣
服
の
襞ひ
だ

を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
中
空
に
な
っ
て
い
る
内
側
に
は
、
粘
土

を
指
で
押
し
当
て
た
痕
が
た
く
さ
ん
み
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
は
仏
像
の
型
に
粘
土
を
押

し
当
て
た
際
に
つ
い
た
も
の
で
す
。
外
か

ら
見
え
る
場
所
で
は
な
い
た
め
、
指
の
痕

や
粘
土
の
継
ぎ
目
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お

り
、
当
時
の
製
作
方
法
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
仏
像
は
、
懸
か
け
ぼ
と
け

仏
（
仏
像
ま
た
は
神
像
を

か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
鏡
か
ら
仏
が
浮
か

び
上
が
る
様
子
を
表
し
た
も
の
。
寺
院
や

神
社
に
奉
納
さ
れ
、
懸け
ん

垂す
い

さ
れ
る
）

や
、
化け

仏ぶ
つ

（
仏
像
の
周
り
や
光
背

に
配
置
さ
れ
る
小
さ
な
仏
）
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
第
22
次
調
査
で
は
石
敷
き
の
道

路
跡
（
写
真
３
）
が
山
に
向
か
っ

て
続
い
て
お
り
、
こ
の
土
製
仏

像
は
こ
こ
か
ら
見
つ
か
り
ま
し

た
。
そ
の
ほ
か
、
平
成
30
年
に
は

原
遺
跡
第
27
次
調
査
と
し
て
、
西

側
隣
地
の
本
堂
跡
推
定
地
中
心
部

の
発
掘
調
査
を
行
い
、
こ
こ
か
ら

も
土
製
仏
像
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
当
地
近
く
で
行
っ
た
原
遺
跡

第
12
次
調
査
で
も
堂
舎
跡
か
ら
土

製
の
仏
像
（
写
真
２
）
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
跡
で
見

つ
か
っ
た
土
製
仏
像
は
、
本
堂
跡

内
で
祀ま
つ

ら
れ
た
仏
像
群
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

文
化
財
課
　
中
村
　
茂
央

膝

膝

蓮華座

蓮華座

本堂跡推定地

石垣

石垣

道路跡

土製仏像が出土した地点
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宝
満
隠
し
に
つ
い
て
は
、
『
太
宰
府
旧

蹟
全
図
北
図
』
（
１
８
０
６
年
）
や
『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
（
江
戸
後
期
）
に

も
記
録
さ
れ
、
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』

に
は
「
往
還
の
東
い
さ
さ
か
田
を
隔
て
小

高
き
丘
あ
り
。
俗
に
宝
満
か
く
し
と
い
ふ
。

此
丘
の
下
の
道
を
ゆ
く
程
は
宝

満
は
高
山
な
れ
と
も
稍
此
小
丘

に
か
く
れ
て
見
え
す
。
依
て
名

つ
く
。
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
地
元
で
は
次
の
よ
う
な

　

国
分
３
丁
目
の
県
道
１
１
２
号
線
の
国

分
寺
信
号
近
く
に
ひ
っ
そ
り
と
祠
ほ
こ
ら

が
あ
り

ま
す
。
現
在
祠
の
周
囲
は
宅
地
造
成
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
昨
年
ま
で
小
さ
な
丘
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
丘
は
、
「
宝
満
隠
し
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
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宝
ほ

う

ま

ん

が

く

満
隠
し
と
稲

い

な

子こ

地じ

蔵
ぞ

う

言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
昔
、
二
人
の
武
士
が
水
城
の
あ
た
り

に
、
宝
満
山
を
隠
す
よ
う
な
山
が
あ
る

か
な
い
か
で
言
い
争
い
ま
し
た
。
“
そ
の

山
が
あ
る
”
と
言
い
張
っ
た
武
士
が
相

手
を
こ
こ
ま
で
連
れ
て
く
る
と
、
や
は

り
宝
満
山
は
小
さ
な
丘
に
さ
え
ぎ
ら
れ

て
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
“
そ

ん
な
山
は
な
い
”
と
言
っ
た
相
手
は
、

宝
満
山
を
隠
す
ほ
ど
の
高
い
山
の
こ
と

を
言
っ
て
い
た
の
で
納
得
せ
ず
、
ま
た

し
て
も
口
論
と
な
り
、
つ
い
に
は
刀
を

抜
い
て
の
果
た
し
合
い
の
末
、
二
人
と

も
命
を
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
土

地
の
人
た
ち
は
、
二
人
を
葬
っ
た
場
所

に
石
碑
を
建
て
、
そ
こ
を
“
宝
満
隠
し
”

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」

 

『
太
宰
府
市
史 

民
俗
資
料
編
』

　

ま
た
、
宝
満
隠
し
の
傍
ら
に
あ
る
祠
の

中
に
は
花
こ
う
岩
の
岩
が
祀ま
つ

ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
「
稲
子
地
蔵
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
由
来
は
、
「
苅か
る
か
や萱

の
関せ

き

守も
り

で
あ
っ
た
加か

藤と
う

左さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
繁し
げ
う
じ氏
の
身
代

わ
り
に
な
っ
て
敵
刃
に
倒
れ
た
侍
女
の
稲

子
を
お
祀
り
し
た
も
の
」
と
い
わ
れ
、『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
も
そ
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
元
で
は

別
の
言
い
伝
え
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
む
か
し
、
稲
子
と
い
う
女
性
が
、
宝

満
山
の
山
伏
に
恋
を
し
ま
し
た
。
し
か

し
山
伏
の
冷
た
い
態
度
に
悲
観
し
た
稲

子
は
、
遂
に
身
を
投
げ
て
死
に
ま
し
た
。

里
の
人
々
は
、
稲
子
の
心
情
を
哀
れ
に

思
い
、
彼
女
の
亡な

き
が
ら骸

を
せ
め
て
宝
満
山

の
見
え
な
い
所
、
つ
ま
り
宝
満
隠
し
に

葬
り
、
お
祀
り
し
ま
し
た
。
」

 

『
太
宰
府
市
史 

民
俗
資
料
編
』

　

現
在
「
宝
満
隠
し
」
は
削
ら
れ
、
宝
満

山
を
隠
す
よ
う
な
丘
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
昔
話
は
残
さ
れ
た
稲
子
地
蔵
と
共
に

後
世
に
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

 

文
化
財
課　

宮
崎　

亮
一 稲子地蔵

「宝満隠し」がなくなり、遠くに見える宝満山。手前は稲子地蔵。

ありし日の宝満隠しの丘（2009年）
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大
宰
府

「
梅
花
の
歌
」
と

　
　
　
　

大
伴
旅
人
の
宅
に
つ
い
て

お
お

 

と
も
の

 

た
び　

と

　

新
た
な
元
号
に
採
用
さ
れ
る
「
令
」
と
「
和
」
の
文

字
は
、
万
葉
集
の
「
梅
花
の
歌
」
が
典
拠
と
さ
れ
、

天
平
２
｟７
３
０
｠
年
の
大
宰
府
に
赴
任
し
て
い
た

大
宰
帥
｟
古
代
大
宰
府
の
長
官
｠
大
伴
旅
人
の
館

で
行
わ
れ
た
「
梅
花
の
宴
」
で
歌
わ
れ
た
32

首
の
歌

の
序
文
の
一
節
に
、
「
初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑

く
風
和
ら
ぎ
」
と
あ
り
ま
す
。

　

「
梅
花
の
宴
」
は
、
奈
良
の
都
か
ら
大
宰
府
や
九

州
の
国
府
に
赴
任
し
た
官
僚
や
僧
侶
が
集
い
、
大

宰
府
の
長
官
で
あ
っ
た
大
伴
旅
人
の
宅
の
庭
で
行

わ
れ
た
観
梅
の
宴
の
こ
と
で
、
正
月
｟
現
在
の
２

月
｠
の
春
ま
だ
早
い
大
宰
府
で
の
歌
会
は
、
梅
花

を
た
た
え
、
歌
人
自
身
の
心
情
を
織
り
込
み
つ
つ
、

天
平
の
世
の
人
々
の
心
情
を
よ
く
伝
え
て
い
ま

す
。
後
に
万
葉
集
の
選
者
と
な
る
旅
人
の
子
で
あ

る
少
年
の
大
伴
家
持
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
宴
を

感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
「
梅
花
の
宴
」
の
舞
台
と
な
っ
た
大
伴
旅
人

の
宅
の
場
所
は
ど
こ
な
の
か
。
多
く
の
研
究
者
が

言
及
し
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
の
所
在
地
の
有
力

な
説
に
は
大
宰
府
政
庁
跡
の
北
西
に
あ
る
坂
本

八
幡
神
社
の
境
内
周
辺
、
政
庁
跡
の
南
東
側
に

あ
る
月
山
東
地
区
官
衙
、
大
宰
府
条
坊
跡
内
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

「
梅
花
の
宴
」
と
は
別
の
機
会
に
旅
人
が
詠
ん
だ

歌
に

　

我
が
岡
に　

さ
雄
鹿
来
鳴
く　

初
萩
の

　
　
　

花
嬬
問
ひ
に　

来
鳴
く
さ
雄
鹿

｟
万
葉
集 

巻
八　

一
五
四
一
番
｠

　
【
訳
】
わ
が
岡
に
雄
鹿
が
来
て
鳴
い
て
い
る
。
初
萩
の

花
を
妻
と
し
て
訪
ね
よ
う
と
、
来
て
鳴
く
雄
鹿
よ
。

と
あ
り
、
丘
を
ひ
か
え
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
研
究
者
を
含
め
多
く

の
方
か
ら
注
目
が
集
ま
り
、
謎
の
旅
人
邸
は
太
宰

府
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
に
な
り
そ
う

で
す
。

　

な
お
、
こ
の
大
伴
旅
人
の
万
葉

歌
を
刻
ん
だ
歌
碑
は
坂
本
八
幡

神
社
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

文
化
財
課　

山
村　

信
榮

旅人の万葉歌碑

月山東地区官衙跡

坂本八幡神社

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

そ
ち

ば
い　

か

え
ん

よ

や
わ

う
た
げ

や
か

も
ち

つ
き 

や
ま

か
ん　

が

じ
ょ
う
ぼ
う

お
か

を　

し
か
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国分地区の条里の推定

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

国
分
地
区
の
条
里

　

「
令
和
」
の
新
元
号
に
代
わ
り
、
は
や

一
カ
月
。
こ
の
元
号
は
、
天
平
二
年
⎝
７

３
０
⎠
正
月
に
大
宰
府
の
長
官
⎝
大
宰

帥
⎠
大
伴
旅
人
が
開
い
た
「
梅
花
の
宴
」

に
由
来
が
あ
り
、
大
き
な
注
目
を
集
め
ま

し
た
。
こ
の
梅
花
の
宴
に
は
、
万
葉
歌
人

と
し
て
有
名
な
山
上
憶
良
も
参
加
し
て
い

ま
し
た
。
彼
は
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
唐

に
渡
っ
て
学
問
を
学
び
、
紀
男
人
⎝
梅
花

の
宴
に
出
席
し
た
大
宰
府
の
次
官
⎠
ら
と

共
に
、
皇
太
子
時
代
の
聖
武
天
皇
の
教
師

も
務
め
て
い
ま
す
。
当
時
、
筑
前
国
の
長

官
⎝
筑
前
守
⎠
と
し
て
赴
任
し
、
大
伴
旅

人
と
も
深
く
交
流
し
た
こ
と
が
万
葉
集
か

ら
う
か
が
え
ま
す
。

　

山
上
憶
良
が
勤
め
た
筑
前
国
府
の
具
体

的
な
場
所
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
奈
良
時
代
創
建
の
筑
前
国
分
寺
が
あ

る
こ
と
、
筑
前
国
で
編
成
さ
れ
た
軍
団

⎝
御
笠
団
・
遠
賀
団
⎠
の
印
章
出
土
地
が

近
く
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
近
年
、
筑
前
国

内
の
戸
籍
な
ど
に
関
わ
る
木
簡
や
「
天
平

十
一
年
」
と
書
か
れ
た
木
簡
も
発
見
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
国
府
が
国
分
地
区
に
所
在

し
た
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
古
代
の
水
田
区
画
に
由
来
す
る

「
条
里
」
に
つ
い
て
、
昨
年
11

月
の
本

コ
ー
ナ
ー
で
天
満
宮
周
辺
条
里
を
取
り
上

げ
ま
し
た
が
、
一
辺
約
１
０
９
ｍ
と
い
う

方
形
地
割
の
痕
跡
は
、
こ
の
国
分
地
区
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
筑
前

国
分
寺
跡
の
約
４
０
０
ｍ
西
側
の
発
掘
調

査
で
見
つ
か
っ
た
筑
前
国
分
尼
寺
跡
の
中

心
南
北
線
は
周
辺
条
里
と
ほ
ぼ
一
致
し
て

お
り
、
国
分
地
区
の
条
里
の
起
源
が
奈
良

時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

　

こ
こ
で
、
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
筑

前
国
分
寺
の
南
門
前
を
東
西
に
の
び
る
道

路
跡
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
条
里
を

構
成
す
る
約
10

ｍ
幅
の
主
要
道
路
で
、
東

は
お
そ
ら
く
古
代
山
城
・
大
野
城
か
ら
下

る
道
と
接
続
し
、
国
分
寺
前
を
通
っ
て
、

西
は
水
城
東
門
に
向
か
う
官
道
と
接
続
し

ま
す
。
こ
の
東
西
道
を
起
点
に
、
地
図
上

で
南
へ
１
０
９
ｍ
ず
つ
間
隔
を
開
け
て
平

行
線
を
引
い
て
み
る
と
、
お
よ
そ
６
区
画

で
大
宰
府
政
庁
に
至
る
東
西
道
⎝
苅
萱
関

推
定
地
付
近
⎠
に
至
り
ま
す
。
条
里
は
一

辺
６
区
画
四
方
を
一
つ
の
単
位
と
す
る
た

め
⎝
こ
れ
を
「
里
」
と
い
い
ま
す
⎠
、
お

そ
ら
く
政
庁
前
の
東
西
道
が
起
点
と
な
っ

て
、
国
分
地
区
の
条
里
が
つ
く
ら
れ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
政
庁
前
の
東
西
道

が
起
点
と
な
る
の
は
、
天
満
宮
周
辺
条
里

と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
道
の
重
要
性
が
想

像
で
き
ま
す
。

　

こ
の
条
里
の
中
に
筑
前
国
府
が
あ
っ
た

可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
他
地
域
の
例
で

は
国
府
の
施
設
と
条
里
区
画
が
合
わ
な
い

場
合
も
あ
る
よ
う
で
、
条
里
か
ら
国
府
の

位
置
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
こ
の
地
区
で
は
古
代
の
建
物
跡
も
少

な
か
ら
ず
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
将

来
、
山
上
憶
良
が
勤
め
た
筑
前
国
府
や
国

司
館
な
ど
の
主
要
な
施
設
が
明
ら
か
に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 
 

 
 

 

文
化
財
課　

井
上　

信
正

だ
ざ
い
の

き
の　

お　

ひ
と

そ
ち

や
ま
の
う
え
の
お
く　

ら

ち
く

 

ぜ
ん
の
か
み

じ
ょ
う

 
 

り

り

南門前の東西道南門前の東西道

官 

道

官 

道
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青く塗った部分が、

休止符（ダ）です。

白抜きの種字が

「　カーン」です。

破線部分は折れた際に

粉砕して不明のため、

想定復元しています。

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

　

太
宰
府
市
の
北
東
部
に
そ
び
え
る
宝
満

山
の
山
裾
に
は
竈
門
神
社
が
あ
り
ま
す
。

竈
門
神
社
は
近
年
、
縁
結
び
の
神
様
と
し

て
若
い
女
性
を
中
心
に
参
拝
者
が
増
え
て

お
り
、
そ
の
数
は
10

万
人
に
も
届
こ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
賑
わ
う
参
道
か
ら
少
し
外
れ
て
、

式
部
稲
荷
社
の
西
側
に
あ
た
る
小
高
い
丘

に
石
造
物
が
ひ
っ
そ
り
と
集
中
し
て
い
る

一
角
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の
石
造
物

群
の
な
か
の
１
つ
で
あ
る
板
碑
を
紹
介
し

ま
す
。
日
あ
け
地
蔵
堂
に
向
か
っ
て
左
裏

に
あ
る
こ
の
板
碑
は
花
こ
う
岩
で
つ
く
ら

れ
た
石
製
板
碑
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
塔

身
部
分
が
折
れ
た
た
め
、
補
修
さ
れ
て
い

ま
す
。
台
座
か
ら
の
高
さ
１
６
３
㎝
、
下
部

最

大

幅
38

㎝
、
最
大
厚

30

㎝
。
頂

部

は
山
形
と
し
て
そ
の
下
部
に
二
重
線
と
額

部
を
設
け
る
と
い
う
、
板
碑
の
典
型
的
な

特
徴
を
良
く
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
下
に

縦
長
の
塔
身
と
基
礎
が
あ
り
、
塔
身
の
平

面
上
部
に
梵
字
の
種
字
⎝
文
字
⎠
を
配
置
し

て
い
ま
す
。
太
宰
府
市
周
辺
で
、
こ
れ
だ
け

の
大
き
さ
で
な
お
か
つ
、
き
ち
ん
と
石
の

複
数
の
面
を
整
形
加
工
し
て
作
ら
れ
た
板

碑
は
少
な
く
、
貴
重
で
す
。
太
宰
府
周
辺
の

大
多
数
の
板
碑
は
、
自
然
石
の
形
の
ま
ま

で
、
１
面
の
み
を
整
形
し
て
利
用
し
た
長

さ
50

㎝
以
下
の
小
さ
い
も
の
で
す
。

　

こ
の
板
碑
の
塔
身
に
は
、
蓮
の
花
が
表

現
さ
れ
た
蓮
座
の
上
に
不
動
明
王
の
梵
字

の
種
字
‹　
　

カ
ー
ン
›
が
彫
ら
れ
て
い
ま

す
。
蓮
座
も
き
ち
ん
と
彫
っ
て
あ
り
、
堅
く

て
加
工
が
難
し
い
花
こ
う
岩
製
の
板
碑
と

し
て
は
丁
寧
な
作
と
言
え
ま
す
。
こ
の

種

字

を

カ
ー
ン
と

み

る

と
、

興
味
深
い

の
は
そ
の

種
字
の
下

に
休
止
符

‹
ダ
›
が
つ

い
て
い
る

こ
と
で
す
。

こ

れ

は
、

本
来
は
陀
羅
尼
や
真
言
と
い
っ
た
文
章
の

終
わ
り
を
示
す
記
号
な
の
で
す
が
、
種
子

の
終
わ
り
に
つ
く
場
合
は
、
そ
の
仏
・
菩

薩
の
功
徳
を
衆
生
に
施
与
す
る
意
味
を
強

く
表
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
不

動
明
王
は
密
教
の
本
尊
で
あ
る
大
日
如
来

の
化
身
で
、
密
教
を
は
じ
め
、
修
験
道
で
も

信
仰
さ
れ
、
そ
の
功
徳
は
、
治
病
・
安
産
・

災
害
の
除
去
・
怨
敵
調
伏
・
財
福
を
得
る

な
ど
の
多
く
の
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
板
碑
は
金
剛
兵
衛
の
墓
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
文
献
に
よ

る
と
、
金
剛
兵
衛
と
い
う
刀
鍛
冶
職
人
の

一
派
は
室
町
時
代
中
期
に
は
全
国
的
に
も

有
名
で
し
た
。
こ
こ
宝
満
山
の
山
伏
に
出

自
を
持
つ
鍛
冶
職
人
で
、
こ
の
あ
た
り
に

住
ん
で
い
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
ま

す
。
金
剛
兵
衛
に
つ
い
て
は
改
め
て
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
度
か
ら
史
跡
宝
満
山
に
つ

い
て
本
市
と
筑
紫
野
市
は
共
同
で
史
跡
の

保
存
活
用
計
画
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
本

年
度
で
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
を
元
に
史

跡
の
保
存
活
用
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
今

後
も
宝
満
山
や
そ
の
周
辺
の
文
化
財
・
文

化
遺
産
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ょ
う
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ゅ
つ

じ
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ど

う

み
ょ
う

 

お
う

太

宰

府

の

文

化

財
410

史
跡
宝
満
山
周
辺
の
石
造
物

｟
板
碑
｠

　
　
　
　
　
　

―

伝
金
剛
兵
衛
の
墓

―

　
　
　

鎌
倉
時
代
後
期
∼
南
北
朝

い

た　

び

で

ん

 

こ

ん

 

ご

う

ひ
ょ
う　
　

え
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	965
	966_P42
	967_P34
	968_P34
	969_P40
	970_P44
	971_P42
	972P38
	973p36
	40.pdf

