
古
と
平
成
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

 

―

万
葉
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

　

平
成
４
⎝
１
９
９
２
⎠
年
５
月
、
太
宰
府

で
は
初
め
て
「
万
葉
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催

さ
れ
ま
す
。
こ
の
年
は
市
制
施
行
10

周
年

と
い
う
節
目
に
当
た
り
、
太
宰
府
市
の
記

念
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
計
画
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
フ
ォ
ー
ラ
ム
自
体
の
開
催
は

３
回
目
で
、
万
葉
集
ゆ
か
り
の
高
岡
市
か

ら
大
阪
市
、
そ
し
て
太
宰
府
市
へ
と
持
ち

回
り
で
開
か
れ
て
お
り
、
５
月
25

日
か
ら

27

日
の
３
日
間
、
１
日
目
に
は
フ
ォ
ー
ラ

ム
と
「
万
葉
の
宴
」
が
、
２
日
目
に
は
バ
ス

ハ
イ
ク
、
最
終
日
に
は
、
万
葉
集
研

究
の
第
一
人
者
に
よ
る
解
説
を
ラ

ジ
オ
で
聞
き
な
が
ら
市
内
を
巡
る

「
万
葉
ウ
ォ
ー
ク
」
が
行
わ
れ
、「
万

葉
新
発
見
」
を
テ
ー
マ
に
全
国
各

地
か
ら
研
究
者
や
多
く
の
万
葉

フ
ァ
ン
が
集
い
ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
催
し
の
中
で
も
ひ

と
き
わ
鮮
や
か
だ
っ
た
の
が
「
万

葉
の
宴
」
で
す
。
会
場
の
大
観
荘

⎝
筑
紫
野
市
⎠
で
は
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
三

時
代
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
〝
平
成
人
„
に

よ
る
古
代
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
が
行
わ

れ
、
大
伴
旅
人
ら
万
葉
歌
人
が
喫
し
た
で

あ
ろ
う
食
膳
を
再
現
し
た
、
赤
米
や
草
餅
・

フ
ナ
ず
し
な
ど
15

品
目
の
古
代
食
が
参
加

者
に
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。
万
葉
集
に
登

場
す
る
「
梅
花
の
宴
」
を
今
に
よ
み
が
え
ら

せ
１
３
０
０
年
の
時
に
思
い
を
は
せ
よ
う

と
い
う
演
出
で
、
前
年
に
大
宰
府
展
示
館

で
開
催
さ
れ
た
「
梅
花
の
宴

―

遠
の
朝

廷
の
食
と
衣
」
展
⎝
『
都
府
楼
』
第
11

号
⎠
の

成
果
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

市
制
施
行
10

周
年
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
市
史
編
さ
ん
事
業

で
も
初
巻
の
刊
行
が
計
画
さ
れ
ま
す
。
こ

の
年
か
ら
『
太
宰
府
市
史　

考
古
資
料
編
』

を
皮
切
り
に
、
平
成
17

年
に
か
け
て
全
13

巻
14

冊
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　

藤
田　

理
子

　

『
太
宰
府
市
史
』
に
は
、
新
元
号

「
令
和
」
の
出
典
『
万
葉
集
』
の
解

説
が
載
っ
て
い
ま
す
。
「
梅
花
の

宴
」
に
つ
い
て
詳
し
く
お
知
り
に
な

り
た
い
人
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お

求
め
く
だ
さ
い
。

◎
「
梅
花
の
宴
」
を
詳
し
く
知
り
た

い
場
合
は
『
太
宰
府
市
史　

通
史

編
Ⅰ
』

◎
「
梅
花
の
宴
」
の
原
文
お
よ
び
注

釈
を
調
べ
た
い
場
合
は
『
太
宰
府

市
史　

古
代
資
料
編
』

◎
『
万
葉
集
』
の
中
で
、
大
宰
府
で

詠
ま
れ
た
歌
を
調
べ
た
い
場
合
は

『
太
宰
府
市
史　

文
芸
資
料
編
』

販
売
価
格

１
冊 

５
千
円

⎝
郵
送
の
場
合
は
送
料
実

費
が
別
に
必
要
で
す
⎠

問
い
合
わ
せ

太
宰
府
市
公
文
書
館

☎
⎝
９
２
１
⎠
２
３
２
２

だ
い
か
ん
そ
う

と
お

み
か

ど

い
に
し
え
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写
真
師
利
右
衛
門
の
悲
劇

　

慶
応
２
⎝
１
８
６
６
⎠
年
９
月
３
日
、
当

時
太
宰
府
に
居
住
し
て
い
た
写
真
師
利
右

衛
門
が
切
り
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起

き
ま
し
た
。

　

乙
金
村
庄
屋
髙
原
謙
次
郎
の
日
記
⎝
「
稼

亭
抄
筆
二
」
⎠
に
よ
る
と
、
怪
し
い
技
⎝
西
洋

の
写
真
術
⎠
を
用
い
て
民
衆
を
惑
わ
す
の

で
、
天
に
代
わ
っ
て
誅
伐
す
る
と
い
う
内

容
の
「
天
民
」
を
名
乗
る
犯
人
に
よ
る
声
明

文
が
道
に
落
ち
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
ま

た
、
延
寿
王
院
⎝
現
在
の
太
宰
府
天

満
宮
宮
司
西
高
辻
家
⎠
の
公
的
記

録
で
あ
る
「
御
用
日
記
」
の
事
件
の

翌
日
の
記
事
に
は
、
こ
の
利
右
衛

門
が
当
時
連
歌
屋
町
に
住
む
医
者

木
村
仲
淵
宅
に
下
宿
し
て
お
り
、

夜
５
ツ
時
⎝
午
後
８
時
頃
⎠
に
何
者

か
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
何
気
な
く

門
の
と
こ
ろ
ま
で
出
た
と
こ
ろ
、

す
ぐ
さ
ま
刀
で
深
手
を
負
わ
さ
れ

た
な
ど
、
よ
り
詳
し
い
状
況
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
当
時
の
太
宰
府
は
五
卿
⎝
尊
攘
派

の
５
人
の
公
家
⎠
が
滞
在
し
て
お
り
、
五
卿

の
随
従
者
や
守
衛
を
行
う
者
、
五
卿
を
訪

問
す
る
志
士
な
ど
多
く
の
人
々
が
行
き
交

い
、
時
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
も
起
き
て

い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
長
崎
の
上
野
彦
馬
⎝
幕
末
・

明
治
期
に
活
躍
し
、
日
本
に
お
け
る
写
真

術
の
開
祖
と
呼
ば
れ
る
人
物
⎠
の
も
と
で

修
行
し
、
慶
応
初
年
に
太
宰
府
の
木
村
適

斎
の
家
に
仮
住
ま
い
し
て
写
真
師
と
し
て

活
動
し
て
い
た
片
宗
権
一
が
、
薩
摩
浪
士

⎝
福
岡
藩
勤
王
派
と
す
る
文
献
も
あ
り
⎠
に

よ
り
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
い
ろ
い
ろ
な
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
⎝
『
都
久
志
』
４
ほ
か
⎠
。

　

こ
の
片
宗
権
一
と
利
右
衛
門
と
は
、
尊

攘
派
の
志
士
に
切
ら
れ
た
こ
と
、
住
ん
で

い
る
家
が
一
致
す
る
こ
と
⎝
適
斎
は
仲
淵

の
息
子
⎠
、
そ
も
そ
も
日
本
に
お

け
る
写
真
術
の
黎
明
期
で
あ
る

当
該
期
に
お
い
て
写
真
師
自
体

の
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
な
ど

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
同
一
人
物

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で

し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
現

地
の
記
録
で
あ
る
「
御
用
日
記
」

の
記
述
で
す
。
「
只
今
の
と
こ
ろ

に
て
は
一
命
に
拘
わ
り
候
ほ
ど
の
儀
は
御

座
無
く
候
」
つ
ま
り
、
今
の
と
こ
ろ
命
に
別

条
は
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
後
容
体
が
変
わ
り
、
結
局
死
去
し
た

と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に

は
傷
害
事
件
が
殺
人
事
件
と
し
て
噂
に
尾

ひ
れ
が
つ
い
て
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　

朱
雀　

信
城

お
と

 

が
な

か
た

 

む
ね

 

け
ん

 

い
ち

わ
ざ

え
ん

 

じ
ゅ

 

お
う

 

い
ん

た
だ

 

い
ま

か
か

ち
ゅ
う
え
ん

ご

 

き
ょ
う

そ
ん
じ
ょ
う 

は

う

え

 

の

 

ひ

こ

 

ま

て
き

さ
い

～公文書館だより 　～62



竹
の
曲
と
太
宰
府
文
化
財
保
存
顕
彰
会

　

「
竹
の
曲
」
は
太
宰
府
天
満
宮
の
神
幸
行

事
の
祭
中
に
奉
納
す
る
芸
能
で
、
「
六
座
」

と
呼
ば
れ
る
天
満
宮
の
氏
子
の
子
孫
達
が

代
々
受
け
継
ぐ
太
宰
府
市
を
代
表
す
る
古

典
芸
能
で
す
。
現
在
で
は
、
竹
の
曲
は
福
岡

県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

昭
和

27(

１
９
５
２)

年
に
竹
の
曲
は
助

成
す
べ
き
「
郷
土
芸
能
」
で
あ
る
と
し
て
、

文
化
庁
の
前
身
で
あ
る
文
化
財
保
護
委
員

会
で
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
選
定
を
受

け
て
竹
の
曲
の
解
説
冊
子
が
作
成

さ
れ
、
そ
の
な
か
で
竹
の
曲
は
「
文

化
発
祥
の
ゆ
か
り
深
き
太
宰
府
の

誇
り
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

翌
年
５
月
に
は
太
宰
府
町
公
民

館
で
太
宰
府
文
化
財
保
存
顕
彰
会

発
会
式
と
「
竹
の
は
や
し
」
を
讃
え

る
会
が
開
か
れ
ま
す
。
当
時
の
公

民
館
報
や
顕
彰
会
の
記
録
な
ど
に

よ
る
と
、
顕
彰
会
の
会
長
に
中
村

久
二
町
長
が
就
任
し
、
事
務
所
は
公
民
館

に
置
か
れ
ま
し
た
。
顕
彰
会
の
規
約
も
制

定
さ
れ
「
文
化
財
を
保
存
顕
彰
し
て
後
世

に
正
し
く
伝
え
以
て
文
化
日
本
建
設
に
貢

献
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
竹
の
曲
を
太
宰
府
町
民
に
周

知
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
讃
え
る
会

が
開
か
れ
ま
し
た
。
当
時
の
開
催
通
知
に

は
「
町
民
の
間
に
は
未
だ
そ
の
価
値
の
認

識
す
ら
極
め
て
薄
い
の
が
現
状
」
で
あ
る

と
し
て
、
顕
彰
会
発
足
を
契
機
に
町
内
へ

の
普
及
に
努
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
会
で

は
、
顕
彰
会
評
議
員
で
あ
る
西
正
寺
の
山

内
興
隆
に
よ
る
解
説
が
行
わ
れ
、
最
後
に

竹
の
曲
の
実
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

顕
彰
会
発
足
後
、
町
内
外
で
竹
の
曲
の

広
報
が
活
発
化
し
ま
す
。
町
外
で
は
、
同
年

10
月
に
開
催
さ
れ
た
「
九
州
地
区
郷
土
芸

能
大
会
」
に
参
加
し
ま
す
。
こ
の
大
会
は
文

化
財
保
護
委
員
会
と
長
崎
県
教
育
委
員
会

の
共
催
に
よ
っ
て
長
崎
市
で
開
催
さ
れ
、

九
州
各
県
か
ら
郷
土
芸
能
が
参
加
し
ま
し

た
。
町
内
で
は
公
民
館
が
大
会
出

場
に
向
け
て
作
成
し
た
回
覧
文

に
、
竹
の
曲
が
「
福
岡
県
を
代
表

し
て
」
参
加
す
る
旨
を
記
し
て
、

町
民
の
協
力
を
仰
ぎ
ま
し
た
。
ま

た
、
公
民
館
で
の
公
開
練
習
を
予

告
す
る
な
ど
、
活
発
な
情
報
発
信

を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
会

参
加
者
は
公
民
館
で
打
合
せ
を

行
い
、
竹
の
曲
の
解
説
書
を
１
千

部
発
行
す
る
よ
う
協
議
し
、
知
名

度
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

　

残
さ
れ
た
出
演
記
録
に
よ
る
と
、
六
座

と
顕
彰
会
を
含
む
十
数
名
が
参
加
し
ま
し

た
。
大
会
で
は
最
初
に
竹
の
曲
の
解
説
を

山
内
が
行
い
、
そ
の
後
六
座
が
竹
の
曲
を

演
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
顕
彰
会
と
六

座
は
協
力
し
、
芸
能
大
会
を
通
し
て
「
太
宰

府
の
誇
り
」
で
あ
る
竹
の
曲
を
県
内
外
へ

伝
え
広
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
。

公
文
書
館　

篠
﨑　
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貴

さ
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白
村
江
戦
と
筑
紫

　

白
村
江
戦
と
は
、
６
６
３
年
８
月
、
倭

⎝
日
本
⎠
の
水
軍
が
唐
の
水
軍
と
白
村
江

⎝
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
記
録
で
は
「
白
江
」
⎠

で
会
戦
し
、
大
敗
を
喫
し
た
戦
い
を
い
い

ま
す
。
少
し
で
も
古
代
大
宰
府
の
歴
史
に

関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
人
な
ら
、
一
度

は
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
戦
い
で
し
ょ

う
。
ふ
つ
う
は
、「
白
村
江
の
戦
い
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
森
公
章
さ
ん
は
、
こ
の
戦

い
が
日
本
の
歴
史
書
・
日
本
書
紀
だ
け
で

は
な
く
、
中
国
の
旧
唐
書
・
新
唐
書
、
さ
ら

に
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を
記
し
た
三

国
史
記
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
東

ア
ジ
ア
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
戦
い

で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
国

際
研
究
の
立
場
か
ら
「
白
村
江
戦
」

と
い
う
呼
び
方
を
提
唱
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
よ
り
先
の
６
６
０
年
、
新

羅
の
要
請
を
う
け
て
行
わ
れ
た
唐

軍
の
攻
撃
に
よ
り
、
百
済
の
王
都

泗
沘
城
が
陥
落
、
百
済
王
を
は
じ
め
と
す

る
王
族
、
貴
族
た
ち
が
唐
へ
と
連
行
さ
れ

ま
す
。
倭
王
権
は
、
百
済
に
い
た
遺
臣
た
ち

の
願
い
を
う
け
て
、
百
済
復
興
に
の
り
だ

し
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
百
済
救
援
戦

争
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
白
村
江
戦
は
そ

の
最
終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

す
。

　

こ
の
敗
戦
は
、
倭
王
権
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
筑
紫
に
注
目
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
敗
戦
翌
年
の
天

智
天
皇
３
⎝
６
６
４
⎠
年
、
対
馬
島
・
壱
岐

島
・
筑
紫
国
な
ど
に
防
人
・
烽
が
置
か
れ
、

ま
た
水
城
が
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
大
野

城
・
基
肄
城
が
築
城
さ
れ
て
お
り
、
お
そ

ら
く
は
後
の
令
制
大
宰
府
が
も
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
軍
事
的
な
役
割
が
こ
の
時
に
与

え
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
の
時
期
の
筑
紫
に
は
筑
紫
大
宰
と

筑
紫
総
領
と
い
う
二
つ
が
併
存
し
て
い
ま

し
た
。
筑
紫
大
宰
は
す
で
に
推
古

朝
か
ら
日
本
書
紀
に
み
え
ま
す

が
、
こ
れ
は
書
紀
編
者
の
創
作

で
、
白
村
江
敗
戦
後
、
先
の
軍
事

的
な
役
割
を
担
う
官
職
と
し
て

新
た
に
設
置
さ
れ
た
、
と
す
る
説

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
く

し
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。
後
の

令
制
大
宰
府
は
、
筑
紫
大
宰
や
筑

紫
総
領
の
も
っ
て
い
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
ふ
ま
え
な
が
ら
段

階
的
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き

だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
た
し
か
に
、
軍
事

的
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
筑
紫
大
宰
で
し

た
が
、
こ
れ
は
白
村
江
敗
戦
と
い
う
事
態

に
即
応
す
る
た
め
の
緊
急
的
な
措
置
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
天
智
朝

に
こ
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、

い
っ
た
ん
相
対
化
し
て
み
る
視
点
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　
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元
号
「
平
成
」
の
最
初
の
考
案
者

　

本
年
４
月
１
日
、
新
し
い
元
号
が
「
令

和
」
に
決
ま
り
、
太
宰
府
市
は
に
わ
か
に
注

目
を
浴
び
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
々
が

本
市
を
訪
れ
、
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ

わ
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
つ
前
の
元
号

「
平
成
」
が
決
ま
っ
た
際
も
、
こ
れ
を
太
宰

府
ゆ
か
り
の
元
号
と
す
る
新
聞
記
事
が
掲

載
さ
れ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
よ
り
、
昭
和
64

年

１
月
７
日
、
元
号
「
平
成
」
は
そ
の
日
の
う

ち
に
定
め
ら
れ
、
翌
８
日
か
ら
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、「
平
成
」
は
以
前

に
も
候
補
と
な
っ
た
こ
と
が
あ

り
、
２
回
目
で
の
採
用
だ
っ
た
の

で
す
。「
明
治
」
は
11

回
目
、「
大
正
」

は
５
回
目
で
採
用
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
こ
う
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で

も
た
び
た
び
起
こ
っ
て
い
ま
し

た
。
「
平
成
」
が
初
め
て
候
補
と

な
っ
た
の
は
、
「
明
治
」
の
一
つ
前

の
年
号
「
慶
應
」
が
決
ま
っ
た
時
の

こ
と
で
し
た
。

　

元
治
２
⎝
１
８
６
５
⎠
年
４
月
７
日
、
年

号
は
「
慶
應
」
に
改
め
ら
れ
ま
す
。
年
号
の

候
補
を
勘
申
⎝
大
臣
の
仰
せ
を
受
け
て
新

年
号
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
を
選
び
出
し
答

申
す
る
こ
と
⎠
す
る
役
割
は
、
平
安
時
代
中

期
以
降
、
大
学
寮
の
文
章
博
士
と
式
部
省

の
大
輔
⎝
長
官
⎠
ク
ラ
ス
が
務
め
て
い
ま
し

た
。
こ
の
時
は
、
文
章
博
士
高
辻
修
長
・
式

部
大
輔
唐
橋
在
光
・
式
部
権
大
輔
清
岡
長

　

の
３
人
が
そ
れ
ぞ
れ
７
号
ず
つ
勘
申

し
、
そ
の
中
に
「
佳
号
」
が
な
い
と
し
て
、
さ

ら
に
７
号
ず
つ
勘
申
し
、
都
合
42

号
の
候
補

が
考
案
さ
れ
ま
し
た
。「
平
成
」
は
２
度
目
の

勘
申
の
際
に
提
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
候
補
を

７
号
に
絞
る
際
に
外
れ
て
い
ま
す
。

　

勘
申
者
は
い
ず
れ
も
菅
原
氏
の
一
族
で

す
。
文
章
博
士
と
式
部
大
輔
は
次
第
に
学

問
を
家
業
と
す
る
菅
原
氏
の
専
門
職
と
な

り
、
江
戸
時
代
ま
で
に
は
ほ
ぼ
独
占
し
て

い
ま
し
た
。「
平
成
」
を
考
案
し
た
の
は
高

辻
修
長
。
修
長
は
幕
末
明
治
期
に
太
宰
府

天
満
宮
の
宮
司
⎝
幕
末
期
は
別

当
⎠
と
し
て
活
躍
し
た
西
高
辻
信

厳
の
弟
に
あ
た
り
ま
す
。

　

『
西
日
本
新
聞
』
平
成
元
年
１

月
９
日
号
夕
刊
に
「
菅
原
修
長
は

西
高
辻
家
の
祖
先
」
な
ど
と
題
す

る
７
段
抜
き
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
ま
し
た
。
京
都
産
業
大
学
教
授

⎝
当
時
⎠
の
所
功
氏
の
調
べ
で
、
修

長
が
実
は
太
宰
府
天
満
宮
宮
司

西
高
辻
家
ゆ
か
り
の
人
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
と
す
る
も
の
で
す
。
当
時
の
宮
司

信
良
氏
は
記
事
に
「
光
栄
な
こ
と
」
と
コ
メ

ン
ト
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

「
令
和
」
の
盛
り
上
が
り
に
か
き
消
さ
れ

た
感
も
あ
り
ま
す
が
、
前
代
の
「
平
成
」
も

太
宰
府
ゆ
か
り
の
元
号
と
し
て
新
聞
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
示
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　
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校
舎
の
再
利
用

 
―

明
治
∼
大
正
時
代
の
場
合

　

平
成
26

年
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
太
宰

府
市
公
文
書
館
は
、
元
は
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
だ
っ
た
施
設
の
一
部
を
再
利
用
し
て

置
か
れ
た
施
設
で
す
。
現
在
、
例
え
ば
廃
校

に
よ
り
生
じ
た
空
き
校
舎
を
ど
う
す
る
か

な
ど
、
遊
休
施
設
の
活
用
は
地
域
の
主
要

な
課
題
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
公

文
書
館
の
設
置
は
、
施
設
の
有
効
的
な
活

用
の
一
例
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
校
舎
な
ど
の
建
物
を
再
利
用
す
る
、

と
い
う
発
想
は
今
に
限
ら
ず
昔
か
ら
あ
っ

た
こ
と
で
す
が
、
現
在
の
余
剰
対
策
と
は

少
し
事
情
が
違
っ
た
よ
う
で
す
。

　

太
宰
府
で
は
大
正
２
⎝
１
９
１

３
⎠
年
、
尋
常
小
学
校
に
高
等
小
学

校
を
併
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
大
野
村
外
７
か
町
村

⎝
水
城
・
太
宰
府
・
御
笠
・
山
家
・

筑
紫
・
山
口
・
二
日
市
⎠
学
校
組

合
に
よ
り
明
治
33
⎝
１
９
０
０
⎠
年

に
建
て
ら
れ
た
御
笠
北
高
等
小
学

校
⎝
観
世
音
寺
来
木
⎠
を
解
体
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
の
負
担
で
高
等

小
学
校
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
た

め
で
し
た
⎝
当
時
、
尋
常
小
学
校
は
６
年
制

で
義
務
教
育
と
さ
れ
、
高
等
小
学
校
に
は

そ
の
卒
業
者
が
進
学
⎠
。
そ
の
際
、
御
笠
北

高
等
小
学
校
の
土
地
と
建
物
を
組
合
か
ら

水
城
村
が
買
い
取
り
、
別
の
場
所
⎝
坂
本
石

橋
⎠
に
あ
っ
た
尋
常
小
学
校
を
御
笠
北
校

跡
地
に
移
転
し
て
、
水
城
尋
常
高
等
小
学

校
が
置
か
れ
ま
す
。

　

大
正
２
年
の
水
城
村
会
議
事
録
に
よ
る

と
、
御
笠
北
高
等
小
学
校
の
校
舎
の
一
部

は
す
で
に
二
日
市
町
が
買
い
取
っ
て
い
ま

し
た
が
、
水
城
村
は
交
渉
委
員
を
立
て
て

二
日
市
町
か
ら
御
笠
北
の
校
舎
を
買
い

⎝
１
２
５
１
円
⎠
、
代
わ
り
に
元
の
水
城
尋

常
小
学
校
の
校
舎
を
二
日
市
町
と
大
野
村

に
売
る
⎝
１
４
９
４
円
⎠
こ
と
で
落
着
し
て

い
ま
す
。
高
等
小
学
校
の
設
置
に
向
け
て

ど
の
町
村
も
校
舎
は
必
要
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
取
り
引
き
は
円
滑
に
行
わ
れ
た
こ
と

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
御
笠
北
高
等
小
学
校
は
、
明

治
19
⎝
１
８
８
６
⎠
年
に
二
日
市
に
置
か
れ

た
御
笠
高
等
小
学
校
が
、
北
と
南
⎝
針
摺
⎠

に
分
か
れ
て
で
き
た
学
校
で
し

た
。
御
笠
高
等
小
が
設
置
さ
れ
た

当
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す

と
、
そ
の
校
舎
は
も
と
も
と
同
18

年
ま
で
あ
っ
た
御
笠
中
学
の
も

の
で
、
校
舎
や
備
品
を
転
用
し
て

開
校
し
ま
し
た
。
御
笠
中
学
の

ル
ー
ツ
は
、
同
13

年
に
戒
壇
院
内

に
で
き
た
、
六
畳
二
間
の
県
立
甘

木
中
学
・
思
川
分
校
で
す
。
同
15

年
に
は
町
村
立
の
思
川
中
学
と

な
り
、
翌
年
に
は
木
造
２
階
建
て

56

坪
の
校
舎
を
新
築
し
て
二
日
市
に
移
転

し
、
御
笠
中
学
と
な
り
ま
す
⎝
『
筑
紫
野
市

史
』
⎠
。
大
学
進
学
へ
の
一
階
梯
で
も
あ
っ

た
中
学
校
は
、
地
域
の
「
ま
さ
に
最
高
学

府
」
で
し
た
が
⎝
『
甘
木
市
史
』
⎠
、
財
政
的
に

も
維
持
が
難
し
く
な
り
２
年
後
に
廃
止
、

地
域
は
ま
ず
初
等
教
育
の
充
実
に
力
を
注

ぐ
こ
と
と
な
り
ま
す
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　
　

藤
田　

理
子

～公文書館だより 　～66



戦
後
の
太
宰
府
と
公
民
館

　

昭
和
24

年
に
社
会
教
育
法
が
制
定
さ
れ

る
と
、
公
民
館
設
置
の
気
運
が
高
ま
り
、
公

民
館
は
戦
後
の
地
域
再
建
と
社
会
教
育
の

拠
点
と
し
て
全
国
に
設
置
さ
れ
、
旧
太
宰
府

町
議
会
で
も
同
年
に
公
民
館
設
置
条
例
を

制
定
し
ま
し
た
。
当
初
は
設
立
場
所
を
町
役

場
内
と
し
、
職
員
は
館
長
と
専
任
主
事
の
２

人
を
任
命
し
ま
し
た
。
公
民
館
運
営
審
議
会

を
設
置
し
、
４
つ
の
部
を
置
い
て
委
員
は
18

人
で
構
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、各
地
区
で
は
公
民
分
館
も

発
足
し
、分
館
は
公
民
館
と
連
携
し

つ
つ
独
自
の
活
動
を
始
め
ま
す
。分

館
長
は
当
初
、駐
在
員
が
任
命
さ
れ

ま
す
が
、
後
に
区
長
が
兼
任
し
、
分

館
主
事
と
分
館
運
営
委
員
が
分
館

長
を
支
え
る
体
制
と
な
り
、職
員
に

は
分
館
活
動
の
促
進
と
特
性
を
生

か
す
「
熱
意
の
あ
る
積
極
性
な
人

物
」を
選
定
し
ま
し
た
。

　

昭
和
27

年
、
公
民
館
は
本
格
的

な
活
動
を
は
じ
め
、
広
報
紙「
太
宰
府
」を
刊

行
し
ま
す
。
記
録
で
み
え
る
初
め
て
の
活
動

と
し
て
、
同
年
８
月
18
日
に
は
夏
野
菜
の
品

評
会
が
開
催
さ
れ
、
同
月
24
日
に
は
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
・
卓
球
の
分
館
対
抗
試
合
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
翌
年
か
ら
天
満
宮
境
内
に

建
て
ら
れ
た
「
心
池
館
」
が
施
設
と
し
て
使

用
さ
れ
ま
し
た
。
町
村
合
併
後
、
町
役
場
庁

舎
の
新
設
や
公
民
館
条
例
の
改
正
を
経
て
、

昭
和
34
年
、
旧
水
城
公
民
館
は
閉
鎖
し
、
太

宰
府
町
公
民
館
は
町
役
場
庁
舎
内
に
再
び

移
転
し
ま
す
。
移
転
を
知
ら
せ
る
同
年
２
月

の
広
報
紙
に
は
「
立
派
な
部
屋
で
は
あ
り
ま

す
が
、
何
分
独
立
公
民
館
で
な
く
な
つ
た
の

で
、
御
不
自
由
を
お
か
け
す
る
」と
あ
り
、
一

部
の
行
事
は
他
の
施
設
を
使
用
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
公
民
館
は
合
併
後
、
20

年

近
く
町
役
場
庁
舎
内
に
存
在
し
、
当
時
の
議

会
記
録
に
は
新
た
に
独
立
の
中
央
公
民
館

建
設
を
求
め
る
声
が
残
っ
て
い
ま
す
。
昭
和

57
年
の
市
昇
格
に
伴
い
、
市
長
は

「
必
ず
建
設
し
た
い
」
と
準
備
を
進

め
、
市
制
施
行
後
の
昭
和
61
年
11

月
に
中
央
公
民
館
が
完
成
し
ま

す
。

　

昭
和
57
年
よ
り
分
館
活
動
を
紹

介
し
た
広
報
記
事
「
公
民
館
見
聞

録
」に
よ
る
と
、
蔵
書
を
備
え
て
文

庫
を
設
置
し
た
区
⎝
青
葉
台
・
東

観
世
⎠や
、
独
自
に
広
報
を
発
行
す

る
区
⎝
高
雄
台
・
松
川
⎠
な
ど
、
各

分
館
で
幅
広
い
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宅
地
開
発
で
人
口
が
急
増
し
た

区
で
は
、
新
・
旧
住
民
が
交
流
す
る
場
所
と

し
て
分
館
を
活
用
し
、
区
民
運
動
会
を
行
う

区⎝
向
佐
野
⎠な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
太
宰
府
で
は
合
併
と
市
制
施

行
を
経
て
社
会
変
化
に
合
わ
せ
た
、
地
域
の

身
近
な
施
設
と
な
り
ま
し
た
。

太
宰
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大
宰
府
の
廃
止

　

天
平
14
⎝
７
４
２
⎠
年
正
月
に
大
宰
府
が

廃
止
さ
れ
た
、
と
歴
史
書
『
続
日
本
紀
』
は

伝
え
て
い
ま
す
。
２
年
前
、
現
任
の
大
宰
少

弐
で
あ
っ
た
藤
原
広
嗣
が
起
こ
し
た
反
乱

⎝
藤
原
広
嗣
の
乱
⎠
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と

い
う
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
は
定
説
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
大
宰
府
が

廃
止
さ
れ
た
時
、
本
来
、
大
宰
府
が
も
っ
て

い
た
対
外
的
機
能
、
管
内
支
配
機
能
、
軍
事

的
機
能
と
い
っ
た
役
割
は
ど
う
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
廃
止
か
ら
後
に
ふ
れ
る
筑
紫
鎮

西
府
設
置
ま
で
の
間
に
、
新
羅
使

が
２
度
来
航
し
て
い
ま
す
。
２
度

目
の
来
航
報
告
は
筑
前
国
司
か
ら

な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
饗

応
・
処
遇
に
は
中
央
か
ら
派
遣
さ

れ
た
使
者
が
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
対
外
的
機
能
に
つ

い
て
い
え
ば
、
現
地
の
官
員
や
機

構
の
み
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

管
内
支
配
機
能
に
つ
い
て
は
、
廃

止
に
あ
た
っ
て
大
宰
府
に
貯
え
ら
れ
て
い

た
稲
穀
や
調
庸
な
ど
を
含
む
「
廃
府
官
物
」

が
筑
前
国
司
に
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
部
は
、
の
ち
に
大
隅
国
な
ど
２
国
３

島
に
、
禄
と
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
以
前
に
は
、
筑
前
国
が
大
宰
府
の

管
内
支
配
機
能
を
代
行
し
た
と
の
説
も
あ

り
ま
し
た
が
、
当
時
の
記
録
を
検
討
す
る

と
、
大
宰
府
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提

に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
点
な
ど
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
筑
前
国
司
は
、
た
と
え
ば
「
廃
府

官
物
」
の
管
理
、
出
納
な
ど
の
事
務
処
理
に

あ
た
っ
た
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と

思
い
ま
す
。

　

問
題
は
軍
事
的
機
能
で
す
。
な
ぜ
な
ら

藤
原
広
嗣
の
乱
で
は
、
そ
の
兵
数
か
ら
み

て
管
内
諸
国
の
軍
団
兵
士
が
動
員
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く

と
も
大
宰
府
の
有
し
て
い
た
軍
事
的
機
能

に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
管
内
諸
国
の
軍

団
を
動
員
・
指
揮
す
る
権
限
が
含
ま
れ
て

い
た
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
藤

原
広
嗣
の
乱
を
き
っ
か
け
と
し

て
大
宰
府
が
廃
止
さ
れ
た
と
み

る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
か

ら
で
す
。
つ
ま
り
、
大
宰
府
廃
止

は
、
こ
う
し
た
大
宰
府
と
管
内
諸

国
軍
団
と
の
関
係
を
断
ち
切
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

　

一
方
、
天
平
15
⎝
７
４
３
⎠
年
12

月
に
は
、
筑
紫
鎮
西
府
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
は
大
宰
府
の
有
し

て
い
た
対
外
的
機
能
、
管
内
支
配
機
能
、
軍

事
的
機
能
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
引
き
継
い

だ
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
筑
紫

鎮
西
府
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
軍
事
力

は
、
管
内
諸
国
軍
団
よ
り
も
む
し
ろ
防
人

軍
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て

い
ま
す
。
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