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昨
年
、
自
治
会
と
し
て
は
初
め
て
、
梅
香

苑
区
自
治
会
が
市
民
遺
産
を
提
案
し
、
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
梅
香
苑
区
で
昭
和
57
⎝
１

９
８
２
⎠
年
頃
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
、
夏

祭
り
で
の
子
ど
も
み
こ
し
で
す
。

　

市
の
南
東
部
に
位
置
す
る
梅
香
苑
区
一

帯
は
、
か
つ
て
は
山
林
と
田
畑
で
し
た
が
、

昭
和
46
⎝
１
９
７
１
⎠
年
か
ら
昭
和
50

年
代

前
半
に
か
け

て
宅
地
開
発

が
行
わ
れ
、

現
在
の
よ
う

な
住
宅
地
に

な

り

ま

し

た
。
新

興

住

宅
地
で
あ
っ

た
た
め
に
初

め
は
住
民
同

士
の
つ
な
が

り
が
希
薄
な

状
態
だ
っ
た

と

い

い

ま

す
。
や

が

て

公
民
館
が
新

設

さ

れ

る

と
、
地
域
住

民
が
一
体
と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

が
計
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

ん
な
中
、
〝
子
ど
も
達
に
故
郷
の
思
い
出

を
残
し
て
や
り
た
い
„
と
い
う
思
い
か
ら

始
ま
っ
た
の
が
、
子
ど
も
み
こ
し
で
し
た
。

　

当
初
は
た
る
を
乗
せ
た
質
素
な
み
こ
し

で
、
太
鼓
や
法
被
を
太
宰
府
天
満
宮
か
ら

借
り
て
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
地

域
の
人
た
ち
で
み
こ
し
を
手
作
り
し
、
太

鼓
や
法
被
な
ど
も
揃
え
て
い
き
ま
し
た
。

年
を
重
ね
自
慢
の
み
こ
し
も
傷
ん
で
き
た

た
め
、
平
成
29
⎝
２
０
１
７
⎠
年
に
は
、
住
民

ら
の
協
力
で
台
車
を
新
設
し
、
み
こ
し
も

修
復
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
や
梅
香
苑
区
の
夏
の
風
物
詩
と

な
っ
て
い
る
こ
の
子
ど
も
み
こ
し
は
、
８

月
第
１
土
曜
日
の
午
前
中
に
行
わ
れ
ま

す
。
み
こ
し
は
梅
香
苑
第
１
公
園
を
出
発

し
、
鐘
、
太
鼓
、
み
こ
し
と
並
び
、
そ
の
脇
で

は
大
う
ち
わ
と
旗
を
掲
げ
、
子
ど
も
た
ち

が
皆
「
わ
っ
し
ょ
い
！
わ
っ
し
ょ
い
！
」
と

元
気
に
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
上
り
下
り
の

あ
る
団
地
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
そ
の

コ
ー
ス
は
年
ご
と
に
参
加
す
る
子
ど
も
の

居
住
地
を
で
き
る
だ
け
ま
わ
る
よ
う
に
設

定
さ
れ
、
沿
道
の
家
々
か
ら
は
バ
ケ
ツ
や

ホ
ー
ス
で
力
水
が
浴
び
せ
ら
れ
ま
す
。

　

梅
香
苑
区
自
治
会
は
「
子
ど
も
み
こ
し

に
込
め
ら
れ
た
先
人
た
ち
の
思
い
を
、
こ

れ
か
ら
も
住
民
一
体
と
な
っ
て
未
来
に
伝

え
て
い
き
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
か
ら
、

昭
和
53
⎝
１
９
７
８
⎠
年
に
区
が
で
き
て
か

ら
40

年
と
い
う
節
目
に
市
民
遺
産
を
提
案

し
ま
し
た
。
本
年
３
月
の
認
定
書
授
与
式

で
は
、
地
元
の
子
ど
も
た
ち
も
参
加
し
て
、

実
際
の
み
こ
し
を
か
つ
い
で
会
場
を
盛
り

上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

太
宰
府
市
民
遺
産
は
、
市
民
ひ
と
り
ひ

と
り
が
大
切
に
思
い
、
未
来
の
太
宰
府
に

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
地
域
の
た
か
ら

で
す
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
も
お
近
く
の
文
化

遺
産
に
目
を
向
け
、
地
域
の
魅
力
を
再
発

見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
「
太
宰
府
市

民
遺
産
」
と
は
何
か
を
解
説
す
る
動
画
を
、

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に
て
公
開
し
て
い
る
ほ

か
、
市
民
図
書
館
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

　

文
化
財
課　
　

遠
藤　

茜

お
知
ら
せ

９
月
16

日
⎝
月
・
祝
⎠
ま
で
、
文
化

ふ
れ
あ
い
館
に
て
太
宰
府
市
民
遺

産
全
14

件
を
紹
介
す
る
展
示
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

は

っ

ぴ

みこしを引く紅白の綱を作成する区民ら みこしの修理

太

宰

府

の

文

化

財
411

梅
香
苑
夏
ま
つ
り
子
ど
も
み
こ
し

　
　
　

∼
太
宰
府
市
民
遺
産
第
14

号
∼
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原
山
古
図
は
、
現
在
の
太

宰
府
市
三
条
か
ら
連
歌
屋

に
広
が
っ
て
い
た
、
古
代
か

ら
中
世
の
山
岳
寺
院
「
原

山
」
を
描
い
た
絵
図
で
す
。

寸
法
が
縦
62

･

６
㎝
、
横
70

･

２
㎝
、
基
本
的
に
は
墨
で
描

か
れ
、
斜
面
な
ど
に
淡
い
色

が
塗
ら
れ
た
紙
本
墨
画
淡

彩
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
江

戸
時
代
の
後
半
に
描
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

山
岳
寺
院
「
原
山
」
は
、
こ

れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ

り
、
主
要
な
箇
所
は
14

世
紀

代
に
は
衰
退
し
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵

図
が
描
か
れ
た
時
代
に
は

本
堂
な
ど
の
建
物
は
な
く
、

堂
舎
の
基
壇
や
参
道
な
ど

の
地
形
だ
け
が
残
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。こ
の
地
形
と
、

伝
え
ら
れ
て
き
た
堂
舎
の

配
置
な
ど
か
ら
、
建
物
が
描

か
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
山
岳
寺
院
「
原
山
」

が
広
が
っ
て
い
た
場
所
は
、

住
宅
地
と
な
り
山
岳
寺
院

の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
は
難
し
い
状
況
で
す

が
、
住
宅
地
の
中
に
見
ら
れ

る
段
状
の
地
形
や
道
、
池
な

ど
の
中
に
は
原
山
古
図
と

一
致
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
、

原
山
古
図
は
当
時
の
地
形

を
現
在
に
伝
え
る
貴
重
な

資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
太
宰
府
市
文
化
ふ

れ
あ
い
館
で
「
ま
る
ご
と
太

宰
府
歴
史
展
２
０
１
９
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
の

展
示
で
は
、
原
山
の
近
年
の

発
掘
調
査
の
成
果
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
「
原
山
古

図
」
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

展
示
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
当

時
の
様
子
を
感
じ
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

文
化
財
課　

沖
田　

正
大

ど

う 

し
ゃ

さ

ん 

ど

う

 

き　 

だ

ん  

し　

ほ
ん 

ぼ

く　

が　

た

ん

さ

い

原山古図（個人蔵）

令和元年８月１日撮影

太

宰

府

の

文

化

財
412

原
山
古
図
　―
山
岳
寺
院
「
原
山
」
を
描
い
た
絵
図

―

は
ら 
や
ま
　
こ
　
　
ず

は
ら 

や
ま

さ
ん 
が
く
　
じ
　 
い
ん
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陣
ノ
尾
１
号
墳

は
、
国
分
小
学
校

の
麓
に
あ
る
６
世

紀
末
頃
に
築
か
れ

た

古

墳

で

す
。
直

径
約
12

ｍ
の
円
墳

で
、
古
墳
の
内
部

に
は
大
き
な
石
を

使
っ
て
築
か
れ
た

横
穴
式
石
室
が
あ

り

ま

す
。
石

室

は

開
口
し
て
お
り
、

現
在
も
そ
の
様
子

を
見
る
こ
と
が
で

き

ま

す
。
発

掘

調

査
時
に
は
す
で
に

盗
掘
を
受
け
て
い

ま
し
た
が
、
副
葬

品
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
は
こ
の
古

墳
か
ら
出
土
し
た

副
葬
品
を
い
く
つ

か
紹
介
し
ま
す
。

[

土
器]

　

①
、
②
は
須
恵
器
と
い
う
焼
き

物
で
す
。
と
て
も
硬
く
、
青
灰
色
を
し
て

い
る
の
が
特
徴
で
す
。
①
は
坏
と
い
う

供
膳
具
で
、
蓋
と
身
が
セ
ッ
ト
に
な
り

ま
す
。
②
は
平
瓶
ま
た
は
横
瓶
と
い
い
、

水
や
酒
を
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

貯
蔵
の
器
で
す
。

[

鉄
製
品]

　

③
は
鉄
鏃
で
す
。
左
端
が
鏃

の
先
端
に
な
り
ま
す
。
い
く
つ
か
の
鉄

鏃
に
は
糸
で
巻
か
れ
た
痕
跡
が
残
っ
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
柄
に
装
着
す
る
際
、

固
定
さ
せ
る
た
め
に
巻
い
た
も
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
④
は
鉸
具
と
い
う
馬
具

の
金
具
の
一
つ
で
す
。
現
在
の
ベ
ル
ト

の
バ
ッ
ク
ル
部
分
に
あ
た
り
ま
す
。

[

装
身
具

]

　

⑤
は
耳
環
と
い
う
当
時
の

イ
ヤ
リ
ン
グ
で
す
。
銅
に
金
箔
を
張
り

付
け
た
金
銅
製
で
、
大
き
さ
は
３
㎝
前

後
、
５
∼
７
㎜
の
厚
さ
が
あ
り
ま
す
。
一

部
金
箔
が
剥
が
れ
青
色
の
錆
が
見
え
ま

す
が
、
残
り
の
良
い
も
の
は
現
在
も
黄

金
色
の
輝
き
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
副
葬
品
は
考
古
学
研
究
に
よ
っ

て
、
い
つ
頃
の
も
の
か
お
お
よ
そ
わ
か
り

ま
す
。
例
え
ば
、
須
恵
器
の
坏
の
形
や
大
き

さ
か
ら
６
世
紀
末
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
頃
は
一
般
的
に
鉄
鏃
が
大
型

化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
の
多
く
に
鉄

鏃
が
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
陣
ノ
尾
１
号
墳
の
副
葬
品
も

古
墳
時
代
後
期
の
特
徴
を
示
す
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

陣
ノ
尾
１
号
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て

は
、
国
分
を
見
渡
せ
る
位
置
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
周
辺
地
域
と
の
関
連
が
あ
る

人
物
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
副
葬
品
か
ら
は
、

残
念
な
が
ら
古
墳
の
被
葬
者
を
特
定
で
き

る
も
の
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
の
地
域
に
は
、
武
具
・
馬
具
・
装
身
具

な
ど
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
が

い
た
よ
う
で
す
。文

化
財
課　

中
村　

茂
央

お
知
ら
せ

　

文
化
ふ
れ
あ
い
館
で
は
、
太
宰

府
の
原
始
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で

の
歴
史
を
展
示
し
た
「
ま
る
ご
と

太
宰
府
歴
史
展
２
０
１
９
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
回
紹
介
し
た

陣
ノ
尾
１
号
墳
出
土
の
副
葬
品
も

展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
、
文
化
ふ
れ
あ
い
館
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

開
催
期
間
：
11

月
３
日
㈰
ま
で

す

え

き

ひ

ら 

べ

て
つ 

ぞ
く

じ　

か
ん

や
じ
り

か　
　

こ

つ
き

ふ
た

み

よ
こ　

べ

陣ノ尾１号墳出土遺物

①坏

②平瓶

④鉸具

③鉄鏃 ⑤耳環

ひら べ

か　こ

じ かん

つき

てつぞく

太

宰

府

の

文

化

財
413

陣
ノ
尾
１
号
墳
の
副
葬
品
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横
岳
八
幡
宮
は
、
太
宰
府
市
役
所
北
方

の
四
王
寺
山
南
麓
の
横
岳
崇
福
寺
跡
に
隣

接
し
て
ひ
っ
そ
り
と
あ
り
ま
す
。
神
社
の

創
建
時
期
な
ど
詳
細
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
横
岳
集
落
の
氏
神
と
し
て
大
切
に

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

神
社
の
社
殿
は
狭
い
境
内

に
東
向
き
に
建
て
ら
れ
て
い

ま

す

。

拝

殿

の

構

造

形

式

は

、

正

面

三

間

、

側

面

四

間
、
切
妻
造
の
妻
入
り
で
、

屋
根
は
桟
瓦
葺
で
す
。
正
面

に
は
向
拝(
礼
拝
の
た
め
に
張

り
出
し
て
い
る
部
分)

が
あ

り
、
面
取
り
を
し
た
角
柱
に

水
引
虹
梁
を
渡
し
、
向
拝
柱
上
に
は
大
斗

肘
木
を
の
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
柱
上
両
側

に
は
や
や
細
長
く
伸
び
た
木
鼻
が
あ
り
ま

す
。
窓
は
風
蝕
が
目
立
ち
ま
す
が
、
連
子

窓
と
な
っ
て
い
ま
す
。
拝
殿
内
部
を
の
ぞ

く
と
、
天
井
は
棹
縁
天
井
で
、
床
は
板
張

り
と
な
っ
て
い
て
、
か
つ
て
は
こ
こ
で
、

お
籠
り
な
ど
の
神
社
の
行
事
や
集
会
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

拝
殿
の
奥
に
は
、
ご
神
体
を
祀
る
神
殿

(

本
殿)

が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
拝
殿
の
中

に
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
当
初
は
、

拝
殿
か
ら
張
り
出
し
て
い
た
状
態
も
し
く

は
離
れ
て
建
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
神
殿
の
構
造
形
式
は
、
一
間
四
方

で
、
入
母
屋
造
か
寄
棟
造
と
み
ら
れ
ま

す
。
四
隅
の
柱
は
円
柱
で
、
柱
上
に
は
平

三
斗
を
置
き
、
木
鼻
が
あ
り
ま
す
。
神
殿

は
非
常
に
残
り
が
良
く
、
厳
か
な
雰
囲
気

を
残
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
社
殿
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
調
査

は
行
わ
れ
て
な
い
た
め
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
多
い
の
で
す
が
、
神
殿
は
、
木
鼻
の
渦

の
彫
り
が
や
や
浅
く
、
き
れ
い
な
円
を
描

い
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
拝
殿
入
口
上

の
虹
梁
の
模
様(

絵
様)

が
渦
と
若
葉
が

つ
な
が
り
、
花
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
18
世
紀
前
半
頃
の
建

築
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
観
世
音
寺

北
側
の
日
吉
神
社
拝
殿(

正
徳
４
‹
１
７

１
４
›
年)

と
同
時
期
に
建
築
さ
れ
た
も

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
向
拝
に
つ

い
て
は
、
水
引
虹
梁
の
絵
様
が
、
拝
殿
の
虹

梁
よ
り
彫
り
が
深
く
、
若
葉
の
雰
囲
気
が

失
わ
れ
、
ま
た
、
そ
の
虹
梁
両
側
に
あ
る
木

鼻
が
細
く
伸
び
た
感
じ
か
ら
、
神
殿
や
拝

殿
が
造
ら
れ
た
後
に
、
遅
れ
て
建
築
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

横
岳
八
幡
宮
社
殿
は
全
体
的
に
シ
ン
プ

ル
な
造
り
で
派
手
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

風
雨
に
耐
え
、
細
く
な
っ
た
柱
が
物
語
る

よ
う
に
、
太
宰
府
市
で
は
数
少
な
い
江
戸

時
代
に
建
築
さ
れ
た
社
殿
と
し
て
大
変
貴

重
な
も
の
で
す
。　

文
化
財
課　

宮
崎
亮
一

さ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

ご　

は

い

神殿上部の造り

社殿正面

社殿側面

き
り 
づ
ま 
づ
く
り 

み
ず 

ひ
き 

こ
う
り
ょ
う

き　

ば
な

ふ
う
し
ょ
く

さ
お 

ぶ
ち 

て
ん

じ
ょ
う

ま
ど

れ
ん　

じ

ひ
じ　

き

だ
い　

と

み
つ　

ど

い
り　

も　
　

や  

づ
く
り

よ
せ 

む
ね 

づ
く
り

え　

よ
う

し
ょ
う
と
く

お
ご
そ

ひ
ら

太

宰

府

の

文

化

財
414

横
岳
八
幡
宮
社
殿　
　

白 

川

44広報だざいふ 2019.11.1 （令和元年）



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 この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

　

古
代
の
大
宰
府
は
九
州
各
国
を
統
括
す

る
官
庁
と
し
て
の
機
能
が
あ
り
、
記
録
か

ら
学
校
院
⎝
府
学
校
⎠
、
兵
馬
所
⎝
兵
馬
司
⎠
、

蕃
客
所
、
主
厨
司
、
主
船
司
、
匠
司
、
修
理
器

仗
所
、
防
人
司
、
警
固
所
、
大
野
城
司
、
薬

司
、
主
神
司
、
蔵
司
、
税
司
、
大
帳
所
、
公
文

所
、
貢
上
染
物
所
、

作
紙
所
、
貢
物
所
、

政
所
な
ど
の
行
政

を
担
当
す
る
部
署

が

あ

っ

た

と

さ

れ
、
ま
た
、
大
判

事
、
陰
陽
師
、
算
師

を
よ
う
す
る
官
庁

な
ど
も
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
大
宰

府
に
は
都
と
並
ぶ

官
庁
街
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
特
別
史
跡
大

宰
府
跡
や
そ
の
周

辺
に
こ
れ
ら
の
役

所
が
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
蔵
司

は
大
宰
府
の
財
政

を
担
う
機
関
で
、
九
州
各
地
か
ら
集
め
ら

れ
た
絹
な
ど
の
特
産
物
な
ど
を
収
蔵
・
管

理
し
、
役
人
に
季
禄
と
い
う
報
酬
を
現
物

支
給
で
分
配
す
る
行
務
な
ど
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
業
院
中

学
校
と
大
宰
府
政
庁
跡
に
挟
ま
れ
た
丘
陵

に
そ
の
地
名
が
残
り
、
丘
の
上
に
礎
石
が

残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
こ

の
場
所
が
「
蔵
司
」
跡
で
あ
る
と
思
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
長
ら
く
個
人
の
所
有
地
で
し

た
が
、
土
地
が
公
有
化
さ
れ
た
後
の
平
成

21

年
度
か
ら
九
州
歴
史
資
料
館
に
よ
っ
て

計
画
的
な
発
掘
調
査
が
始
ま
り
、
じ
ょ

じ
ょ
に
蔵
司
跡
の
古
代
の
よ
う
す
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

蔵
司
の
丘
陵
は
南
側
に
は
５
つ
の
平
坦

な
土
地
が
段
差
を
も
っ
て
東
西
に
広
が

り
、
北
西
側
に
巨
大
な
瓦
葺
の
礎
石
建
物

が
検
出
さ
れ
、
そ
の
南
側
は
広
場
の
よ
う

な
空
間
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
礎
石
建
物

は
政
庁
正
殿
を
し
の
ぐ
規
模
の
建
物
で
、

そ
の
用
途
は
倉
庫
や
政
務
を
お
こ
な
う
管

理
棟
、
外
国
使
節
の
饗
応
施
設
な
ど
の
複

数
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
平
坦
地
の
中

央
か
ら
政
庁
の
あ
る
東
側
に
は
中
央
に
広

場
を
持
ち
、
「
コ
」
の
字
に
配
置
さ
れ
た
６

棟
以
上
の
瓦
葺
の
礎
石
建
物
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
礎
石
建
物
は
建
物
の
側
だ
け

で
な
く
建
物
内
に
も
碁
盤
の
目
の
よ
う
に

礎
石
を
配
置
し
た
総
柱
と
い
う
方
式
の
も

の
で
、
重
量
物
を
支
え
る
床
に
適
し
た
構

造
で
あ
り
、
倉
庫
群
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
建
物
は
出
土
し
た
土
器
や
瓦
か
ら
奈

良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
半
期
に
使
用
さ

れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
で
は
こ
の
建
物
の
下
層
か
ら
７
世

紀
に
さ
か
の
ぼ
る
時
代
の
整
地
と
掘
立
柱

建
物
が
発
見
さ
れ
、
東
側
の
政
庁
域
と
同

じ
く
奈
良
時
代
よ
り
以
前
か
ら
官
庁
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。『
日
本
書
紀
』
天
武
六
⎝
６
７
７
⎠
年

十
一
月
一
日
条
に
筑
紫
大
宰
に
「
大
宰
府

諸
司
人
」
の
記
事
が
あ
り
、
大
宝
律
令
施
行

以
前
に
こ
の
地
に
行
政
機
能
を
担
っ
た
役

所
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
蔵
司
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
建
物

群
は
時
代
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
帯

び
た
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
、
調
査
成
果
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

文
化
財
課　

山
村 

信
榮

※

現
地
は
調
査
中
で
常
時
公
開
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
現
地
説
明
会
な
ど
は
広
報
紙
な

ど
で
事
前
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

が
っ 

こ
う 

い
ん

ば
ん
き
ゃ
く

じ
ょ
う

さ

き

も

り

け

い　

ご

く　

も

ん

こ
う 

も

つ

ま
ん
ど
こ
ろ

は
ん

じ

お
ん
み
ょ
う 

じ

さ

ん　

し

き　

ろ
く

ぶ
き

き
ょ
う
お
う

ほ
り

た

て
ば
し
ら

し
ゅ
ち
ゅ
う
の
つ
か
さ

た
く
み

き

へ
い　

ば　

し

ょ

発掘調査中の蔵司跡（北西から見た礎石建物）

太

宰

府

の

文

化

財
415

古
代
大
宰
府
の
官
庁
　
蔵
司
跡
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「
令
和
」
の
新
元
号
と
な
っ
て
初
め
て
の

お
正
月
で
す
。
昨
年
は
、
そ
の
典
拠
と
な
っ

た
万
葉
集
「
梅
花
の
宴
」
が
注
目
さ
れ
、
宴

が
開
か
れ
た
大
宰
帥
⎝
長
官
⎠
・
大
伴
旅
人

の
邸
宅
に
関
心
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
邸
宅
と
は
、
都
か
ら
赴
任
し
て
き

た
官
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
「
館
」
の
こ

と
で
す
。
左
遷
さ
れ
た
権
帥
・
菅
原
道
真

が
住
ん
だ
「
南
館
」⎝
権
帥
館
⎠
も
そ
の
一
つ

で
、
大
宰
府
政
庁
南
の
朱
雀
大
路
沿
い
⎝
現

在
の
榎
社
付
近
⎠
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
旅
人
邸
で
あ
る
「
帥
館
」
に
つ
い
て

は
、
記
録
も
伝
承
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
学
説
が
提
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

坂
本
八
幡
宮
周
辺
と
考
え
た
の
は
、
九

州
大
学
の
竹
岡
勝
也
教
授
で
す
。
１
９
５

２
⎝
昭
和
27

⎠
年
刊
行
の
自
著
『
太
宰
府
小

史
』
に
、
政
庁
跡
西
北
の
小
字
を
「
大
裏
⎝
ダ

イ
リ
⎠
」
と
い
う
と
述
べ
⎝
実
際
は
政
庁
跡

全
体
が
こ
の
小
字
で
す
が
⎠
、
こ
れ
を
天
皇

が
住
ま
う
「
内
裏
」
に
当
る
と
考
え
、
近
く

に
瓦
や
礎
石
が
見
つ
か
っ
た
場
所
が
あ
る

こ
と
、
旅
人
が
招
い
て
開
い
た
歌
会
の
歌

に
「
わ
が
岡
の
」
や
「
岡
傍
に
は
」
な
ど
丘
を

記
す
こ
と
を
根
拠
に
、
「
一
応
こ
の
辺
」
と

し
ま
し
た
。
そ
の
後
九
州
歴
史
資
料
館
が
、

こ
れ
を
検
証
す
る
目
的
も
あ
っ
て
坂
本
八

幡
宮
周
辺
を
遺
跡
調
査
し
ま
す
が
、
想
定

さ
れ
る
遺
構
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
た
め
１
９
９
８
年
、
同
館
の
赤
司

善
彦
さ
ん
⎝
現
、
大
野
城
心
の
ふ
る
さ
と

館
長
⎠
は
、
大
宰
府
史
跡
発
掘
30

年
記
念

展
図
録
で
新
説
を
発
表
し
ま
す
。
赤
司
さ

ん
は
、
政
庁
東
側
の
月
山
丘
陵
の
南
東
⎝
大

宰
府
展
示
館
の
東
⎠
の
遺
跡
調
査
で
見
つ

か
っ
て
い
た
「
月
山
地
区
官
衙
」
だ
と
考

え
、
周
囲
を
囲
む
塀
が
月
山
の
丘
を
取
り

込
ん
で
い
る
こ
と
、
文
献
に
残
る
都
の
貴

族
邸
宅
の
広
さ
と
の
比
較
、
奈
良
時
代
初

め
の
有
力
者
・
藤
原
不
比
等
の
邸
宅
の
位

置
⎝
平
城
宮
の
東
側
⎠
な
ど
を
根
拠
と
し
ま

し
た
。
た
だ
、
多
く
の
建
物
跡
が
時
期
不
明

で
あ
り
、
「
館
」
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
帯
を
官
衙
⎝
役

所
⎠
の
範
囲
内
と
考
え
る
研
究
者
は
少
な

く
な
く
、
昨
年
度
も
論
文
が
発
表
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

本
市
の
２
０
１
４
⎝
平
成
26

⎠
年
３
月
刊

行
の
発
掘
調
査
報
告
書
『
大
宰
府
条
坊
跡

44

』
の
中
で
井
上
は
、
大
宰
府
条
坊
の
朱
雀

大
路
沿
い
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
ま
す
。

朱
雀
大
路
沿
い
に
は
、「
南
館
」
を
は
じ
め
、

赴
任
官
ト
ッ
プ
の
往
来
を
伝
え
る
記
録
・

伝
承
・
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
大
伴
旅
人
は

朱
雀
大
路
を
南
に
下
っ
た
次
田
の
湯
⎝
二

日
市
温
泉
⎠
で
万
葉
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
１

０
０
５
⎝
寛
弘
２
⎠
年
に
赴
任
し
た
大
弐
・

藤
原
高
遠
も
、
朱
雀
大
路
上
の
「
幸
橋
」
を

渡
る
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
こ
の
南
東
で

は
彼
ら
が
締
め
た
腰
帯
「
白
玉
帯
」
の
白
玉

が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
南
は
朱
雀
大
路

沿
い
で
は
唯
一
の
丘
陵
地
で
す
。
こ
の
た

め
榎
社
の
東
向
か
い
の
、
朱
雀
大
路
に
隣

接
し
た
一
帯
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
遺
跡
調
査
は
行
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
多
賀
城
や
下
野
国
府
な
ど
全

国
の
国
府
で
も
大
路
沿
い
に
館
が
あ
り
、

可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

　

旅
人
邸
に
つ
い
て
の
主
な
研
究
を
紹
介

し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
今
後
の
調
査
研
究

が
重
要
で
す
。

 
 

 
 

 

 
 

文
化
財
課　

井
上
信
正

た

け 

お
か 

か
つ　

や

だ　

ざ
い
の
そ
ち

ご
ん
の
そ
ち

お
か 

び

か
ん 

が

は
く

ぎ
ょ
く

た

い

あ

か 

し

よ
し 

ひ
こ

ふ
じ

わ
ら
の　

ふ 
　

ひ　 

と

ふ
じ

わ
ら
の
た

か 

と

お

さ
い
わ
い
の
は
し

太

宰

府

の

文

化

財
416

大
伴
旅
人
邸
は
ど
こ
？
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大
宰
府
政
庁
跡
の
背
後
に
見
え

る
山
は
四
王
寺
山
と
い
い
、
特
別

史
跡
大
野
城
跡※

１

が
所
在
す
る
ほ

か
、
山
の
名
前
の
由
来
で
も
あ
る

四
王
院
と
い
う
寺
が
古
代
か
ら
存

在
し
た
祈
り
の
山
で
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
山
中
に
は
、
２
０
０
年
あ

ま
り
前
に
置
か
れ
た
33
体
の
石
の

観
音
像
か
ら
な
る
霊
場
が
今
も
あ

り
、「
四
王
寺
山
観
音
霊
場
⎝
三
十

三
観
音
⎠
」
や
、
「
四
王
寺
山
石
仏
」

な
ど
と
し
て
長
く
人
々
に
親
し
ま

れ
て
き
ま
し
た
。

　

石
仏
が
建
立
さ
れ
た
時
期
は
、

石
仏
の
台
座
な
ど
に
刻
ま
れ
た
年

号
よ
り
寛
政

12(

１
８
０
０)
年
を

中
心
と
し
た
年
代
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
い
き
さ
つ
に
は
、
江
戸
時

代
後
期
の
福
岡
の
出
来
事
が
関
係

し
ま
す
。
寛
政
９
⎝
１
７
９
７
⎠
年

は
梅
雨
時
季
の
大
雨
で
洪
水
が
起

こ
り
死
者
や
家
屋
損
壊
と
田
畑
へ

の
被
害
が
、
そ
の
翌
年
は
、
福
岡
の

城
下
町
で
起
こ
っ
た
大
火
災
で
民

家
１
千
軒
が
焼
失
し
、
同
じ
年
、
四

番
山
笠
に
提
灯
の
火
が
燃
え
移
っ

て
飾
り
人
形
が
全
焼
す
る
火
事
も

起
こ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
に

は
、
天
然
痘
が
大
流
行
し
、
ま
た
、

豪
雨
で
山
笠
行
事
が
延
期
さ
れ
る

な
ど
、
多
く
の
災
難
に
見
舞
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景

の
な
か
、
姿
を
自
在
に
変
え
て

人
々
を
救
済
す
る
観
音
菩
薩
の
御

利
益
に
あ
や
か
ろ
う
と
博
多
の
浜

口
町
な
ど
の
主
立
っ
た
人
々
が
発

起
し
て
、
西
国
三
十
三
ヵ
所※

２

に

な
ら
っ
た
石
仏
め
ぐ
り
の
札
所
を

四
王
寺
山
一
円
に
つ
く
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
、
博
多
の
人
々
に
加

え
て
宇
美
・
太
宰
府
な
ど
の
心
あ

る
人
々
も
関
わ
っ
て
、
こ
の
霊
場

が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
33
の
石
仏

の
い
く
つ
か
に
は
、
台
座
に
像
の

建
立
に
関
わ
っ
た
人
の
名
や
、
宰

府
、
桜
馬
場
、
国
分
村
、
連
歌
屋
と

い
っ
た
太
宰
府
の
地
名
も
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
昔
の
太

宰
府
の
人
々
が
思
い
を
寄
せ
、
平

穏
へ
の
願
い
を
込
め
て
築
か
れ

た
三
十
三
石
仏
を
、
太
宰
府
の
物

語
と
し
て
伝
え
残
し
て
い
き
た
い

と
、
四
王
寺
山
の
歴
史
・
文
化
遺

産
を
学
習
す
る
市
民
グ
ル
ー
プ
、

四
王
寺
山
勉
強
会
が
太
宰
府
市
民

遺
産
に
提
案
し
、
昨
年
夏
に
景
観
・

市
民
遺
産
会
議
で
市
民
遺
産
第
15

号
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
四

王
寺
山
勉
強
会
で
は
、
三
十
三
石

仏
の
定
期
的
な
見
守
り
活
動
と
と

も
に
、
学
習
会
や
ウ
ォ
ー
ク
を
通

し
て
三
十
三
石
仏
と
そ
の
物
語
を

伝
え
る
育
成
活
動
を
お
こ
な
っ
て

い
き
ま
す
。文

化
財
課　

遠
藤　

茜

※

１　

６
６
５
年
に
築
か
れ
た
日

本
最
古
の
朝
鮮
式
古
代
山
城

※

２　

近
畿
地
方
一
円
の
有
名
な

観
音
寺
か
ら
な
る
札
所

お
し
ら
せ

２
月
29
日
㈯
の
「
だ
ざ
い
ふ

景
観
・
市
民
遺
産
フ
ェ
ス
タ

２
０
２
０
」
で
、「
四
王
寺
山
の

三
十
三
石
仏
」
の
一
部
を
め
ぐ

る
ウ
ォ
ー
ク
を
開
催
し
ま
す
。

詳
し
く
は
17
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

こ

ん

り
ゅ
う

三十三石仏のひとつ（4番札所・千手観音立像）

３番札所・千手観音立像

（三十三石仏のうち、唯一岩壁に彫られたものです）

四王寺山勉強会活動風景

し 
お

う　

じ　

や

ま

さ

ん

じ
ゅ
う

さ

ん

せ

き

ぶ

つ

ほ

っ 

き

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

太

宰

府

の

文

化

財
417

四
王
寺
山
の
三
十
三
石
仏

　
　
　

∼
太
宰
府
市
民
遺
産
第
15

号
∼
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『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
３
年
⎝
６
６
４
⎠

条
に
伝
え
ら
れ
る
水
城
跡
は
、
大
野
城
市

と
太
宰
府
市
に
ま
た
が
る
国
指
定
史
跡

で
、
全
国
に
63

件
し
か
な
い
特
別
史
跡
⎝
国

宝
と
同
格
⎠
の
１
つ
で
す
。
水
城
は
、
長
さ

1.2
㎞
に
及
ぶ
長
大
な
土
塁
⎝
高
さ
10

ｍ
ほ

ど
⎠
と
、
土
塁
に
伴
う
外
濠
、
内
濠
を
有
し
、

平
野
を
塞
ぐ
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
太
宰
府
地
域
を
守
る
た
め
の
防
衛

施
設
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
に
律
令

制
に
よ
る
地
方
最
大
の
役
所
で
あ
る
大
宰

府
が
置
か
れ
る
と
、
大
宰
府
の
外
郭
線
と

し
て
の
役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
現
在
の
水
城
跡
に
は
樹
木
が
繁

茂
し
て
お
り
、
場
所
に
よ
っ
て
は
土
塁
の

姿
が
樹
木
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
樹
木
は
水
城
築
造
当
初
に
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
江
戸
時

代
に
描
か
れ
た
水
城
跡
を
み
る
と
、
当
時

の
水
城
跡
に
は
松
の
木
が
多
く
生
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
明
治
時
代
か
ら

第
二
次
世
界
大
戦

後
ま
で
は
周
辺
の

村
の
薪
取
り
の
山

と
し
て
、
土
塁
上
の

広
葉
樹
を
中
心
と

し
た
樹
木
が
積
極

的
に
利
用
さ
れ
て

い

ま

し

た
。
し

か

し
、
石
炭
・
石
油
な

ど
の
新
し
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
台
頭
に

よ
り
、
薪
が
燃
料
と

し
て
使
わ
れ
な
く

な
っ
た
た
め
放
置

さ
れ
た
樹
木
が
、
現

在
土
塁
上
に
残
っ

て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

都
市
部
の
緑
地

と
し
て
希
少
と
言
わ
れ
て
い
る
水
城
跡
の

樹
木
で
す
が
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く

と
台
風
や
災
害
時
に
土
塁
自
体
を
壊
し
て

し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
土
塁
を
保
存

す
る
た
め
に
は
継
続
し
た
樹
木
管
理
が
必

要
で
、
樹
木
を
一
定
の
高
さ
に
抑
え
る
こ

と
や
、
樹
木
と
樹
木
の
間
隔
を
保
つ
た
め

に
、
現
在
、
市
に
よ
っ
て
樹
木
の
剪
定
や
伐

採
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で

樹
木
の
下
の
空
間
が
明
る
く
な
り
、
下
草

や
腐
葉
土
に
よ
り
土
塁
の
表
面
を
保
全
す

る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
史
跡
を
現

在
の
形
の
ま
ま
保
存
で
き
ま
す
。
日
常
的

な
枝
落
と
し
や
下
草
刈
り
に
つ
い
て
は
市

を
は
じ
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
水
城
の

会
」
な
ど
が
継
続
的
な
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

水
城
跡
西
門
西
側
の
吉
松
側
は
、
平
成

30

年
度
か
ら
史
跡
整
備
工
事
を
始
め
ま
し

た
。
令
和
２
年
３
月
末
に
園
路
が
完
成
し

ま
す
の
で
、
４
月
か
ら
は
西
門
跡
か
ら
太

宰
府
市
の
吉
松
側
を
通
っ
て
大
野
城
市
の

水
城
ゆ
め
広
場
へ
安
全
に
行
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
市
民
を
は
じ
め

地
域
の
皆
さ
ん
に
は
ぜ
ひ
、
新
し
い
園
路

を
史
跡
の
散
策
や
健
康
づ
く
り
の
場
と
し

て
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

文
化
財
課　

髙
橋　

学

水城跡西門西側　土塁の様子

水城の会　作業風景

が
い 

か
く

太

宰

府

の

文

化

財
418

特
別
史
跡
水
城
跡　

―

土
塁
と
樹
木
の
関
係
に
つ
い
て―
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山
岳
寺
院
「
原
山
」
は
、
四
王
寺
山
の
南

東
麓
、
現
在
の
連
歌
屋
・
三
条
地
区
の
一

帯
に
建
立
さ
れ
た
山
岳
寺
院
で
す
。
古
代

の
山
城
で
あ
る
大
野
城
内
に
建
立
さ
れ
た

四
王
院
⎝
寺
⎠
の
別
院
と
し
て
、
９
世
紀
代

に
天
台
宗
の
円
珍
の
弟
子
が
開
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
菅
原
道
真
の
葬

儀
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ

れ
る
ほ
か
、
時
宗
を
開
い
た
一
遍
が
幼
少

期
に
修
行
を
行
っ
た
こ
と
や
、
室
町
幕
府

を
開
い
た
足
利
尊
氏
が
「
原
山
」
に
一
時
的

に
滞
在
し
た
こ
と
な
ど
の
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。
現
在
で
も
連
歌
屋
・
三
条
地
区

の
一
帯
に
は
「
原
山
」

に
関
係
す
る
「
本
堂
跡
」
、「
中
堂
跡
」
な
ど

の
石
碑
や
「
原
山
」
の
僧
侶
の
末
裔
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
「
原
山
記
念
碑
」
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

近
年
、「
原
山
」
が
所
在
す
る
原
遺
跡
で

は
28
箇
所
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
堂
舎

と
考
え
ら
れ
る
建
物
跡
や
宗
教
関
連
の
遺

物
が
多
く
確
認
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
中
で

も
平
成
27
年
度
と
平
成
29
・
30
年
度
に
実

施
し
た
「
原
山
」
の
本
堂
伝
承
地
の
調
査
で

は
大
型
の
建
物
跡
や
道
の
跡
な
ど
重
要
な

遺
構
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、「
原
山
」が「
特
別
史
跡
大
野
城

跡
」
の
指
定
理
由
に
記
載
さ
れ
て
い
る
四

王
院
⎝
寺
⎠
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
ち
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
成
果
が
史
跡
の
歴
史
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
、「
原
山
」
の
中
心
的
施
設
が
確
認
さ

れ
た
本
堂
伝
承
地
が
令
和
元
年
10
月
16
日

に
「
特
別
史
跡
大
野
城
跡
」
と
し
て
追
加
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
財
課　

沖
田
正
大

「原山」本堂伝承地位置図　※●が本堂伝承地

山岳寺院「原山」イメージ図

本堂伝承地での現場説明会風景

し　

お
う 

い
ん

て
ん 

だ
い 

し
ゅ
う

え
ん 

ち
ん

す
が
わ
ら
の 

み
ち 

ざ
ね

そ
う

こ
ん 

り
ゅ
う

む
ろ 

ま
ち 

ば
く　

ふ

あ
し 

か
が 

た
か 

う
じ

ま
つ 

え
い

は
ら 

や
ま　

き　

ね
ん　

ひ

ど
う 

し
ゃ

い
っ 

ぺ
ん

ぎ

じ　

し
ゅ
う

太
宰
府
の
文
化
財
419

新
追
加
指
定
の
文
化
財 ―

山
岳
寺
院
「
原
山
」―

さ
ん 

が
く
　
じ
　
い
ん
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太
宰
府
天
満
宮
の
北
方
３
５
０
ｍ
、
車

が
行
き
交
う
県
道
か
ら
下
っ
た
御
笠
川
の

傍
ら
に
、
ひ
っ
そ
り
と
夜
泣
き
石
地
蔵
と

い
う
大
き
な
石
と
祠
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
大
石
は
上
面
が
平
ら
に
な
っ
て
お

り
、「
そ
の
平
ら
な
石
の
上
に
夜
泣
き
の
赤

ん
坊
を
寝
せ
る
と
、
夜
泣
き
が
な
お
る
」と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
む
か
し
お
参

り
し
た
後
に
は
、
七
色
の
お
菓
子
を
供
え

て
い
た
そ
う
で
、
祠
の
前
に
置
か
れ
て
い

る
お
菓
子
を
見
る
と
、
近
所
の
人
は
「
誰
か

赤
ち
ゃ
ん
を
寝
か
せ
に
来
た
ん
だ
な
あ
」

と
話
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
現
在
そ
の
大

き
な
石
は
草
木
に
囲
ま
れ
、
石
の
上
に
の

る
こ
と
も
見
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
、
赤

ち
ゃ
ん
を
石
の
上
に
寝
か
せ
に
来
る
人
は

い
ま
せ
ん
が
、
今
で
も
傍
ら
に
あ
る
祠
に

お
参
り
に
来
る
人
は
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
よ
う
な
夜
泣
き
地
蔵
や
夜
泣
き
石

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
全
国
各
地
に
あ
り
、

近
隣
で
は
大
牟
田
市
や
佐
賀
県
み
や
き
町

に
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
泣
き
声
が

聞
こ
え
る
と
い
う
伝
承
を
持
つ
石
も
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
と
同
じ
く
お
参
り
を
す
る

と
赤
ち
ゃ
ん
の
夜
泣
き
が
収
ま
る
と
い
う

伝
承
の
も
の
も
多
く
、
今
も
昔
も
育
児
の

苦
労
が
し
の
ば
れ
る
伝
承
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
夜
泣
き
石
地
蔵
の
大
石
は
、
そ
の

周
り
が
宅
地
の
下
に
隠
れ
る
ほ
ど
大
き

く
、
見
え
て
い
る
の
は
巨
大
な
岩
の
ほ
ん

の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
来
よ

り
、
人
々
は
巨
石
や
巨
樹
に
言
い
知
れ
ぬ

力
を
感
じ
、
神
が
宿
る
と
考
え
て
い
た
よ

う
に
、
こ
の
大
石
に
不
思
議
な
力
を
感
じ

た
人
々
は
、
そ
の
力
に
夜
泣
き
解
消
を
期

待
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ

こ
は
今
で
い
う
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

⎝
都
市
計
画
課　

宮
崎
亮
一
⎠

夜泣き石地蔵の祠

上から見た夜泣き石地蔵の大石

ほ
こ
ら

太
宰
府
の
文
化
財
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夜
泣
き
石
地
蔵

宰
府
５
丁
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