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北
九
州
市
の
文
化
財
を
守
る
会
理
事
長 

 

宇
野 

愼
敏 

 

前
回
、
明
治
初
期
、
す
で
に
神
理
教
本
院
に
お
い
て
「
物
部

も
の
の
べ

氏し

」
と
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
に
そ
う
し
た
関
係
を
築
き
得
る
母
体
、
集
団
が
こ
の
地
域
に

育
は
ぐ
く

ま
れ
て
い
た
の

か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

こ
の
神
理
教
本
院
の
所
在
す
る
地
、
現
在
の
北
九
州
市
小
倉
南
区
徳
力
に
い
つ
頃
か
ら
人
が
暮
ら
し

始
め
た
の
か
。
そ
れ
は
本
院
の
西
を
流
れ
る

紫
む
ら
さ
き

川が
わ

の
対
岸
の
長
行

お
さ
ゆ
き

遺
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。 

今
か
ら
二
万
年
前
の
後
期
旧
石
器
時
代
の
細
石
刃
核

さ
い
せ
き
じ
ん
か
く

（
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
の
肉
を
さ
ば
い
た
り
す
る

庖
丁
の
役
目
を
す
る
石
器
の

塊
か
た
ま
り

）
が
出
土
し
て
い
る
。 

桜
橋
周
辺
で
は
早
く
か
ら
川
で
魚
を
獲
っ
た
り
、
近
隣
の
山
で
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
獲
っ
て
生
活
を

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

紀
元
前
一
千
年
前
ほ
ど
前
の
縄
文
時
代
晩
期
に
な
る
と
、
こ
の
辺
り
に
は
一
気
に
人
が
多
く
暮
ら
す

よ
う
に
な
る
。 

 
神
理
の
郷
よ
も
や
ま
話 
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本
院
の
す
ぐ
南
側
の

丘

陵

き
ゅ
う
り
ょ
う

裾
部

す

そ

ぶ

の
春
日
台
遺
跡
、
本
院
の
す
ぐ
西
裾
部
の
上
徳
力
遺
跡
そ
し
て
対
岸

の
長
行
遺
跡
が
あ
り
、
本
院
周
辺
に
は
多
く
の
縄
文
時
代
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
対
岸
の
長
行
遺
跡
で
は
縄
文
時
代
晩
期
の
黒
川
式

く
ろ
か
わ
し
き

土
器
に
コ
メ
の
モ
ミ
痕こ

ん

が

つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
玄
界
灘
沿
岸
の
唐
津
市
菜
畑

な
ば
た
け

遺
跡
か
ら
も
縄
文
時
代
晩
期
の
水
田
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
と
ほ
ぼ
同
時
期
ぐ
ら
い
に
こ
の
本
院
周
辺
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
も
稲
作
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

す
な
わ
ち
本
院
周
辺
の
人
た
ち
は
、
稲
作
の
先
進
地
帯
の
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
た
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
の
本
院
の
す
ぐ
西
の
国
道
三
二
二
号
線
・
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
小
倉
線
建
設

工
事
に
よ
る
発
掘
調
査
で
、
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
弥
生
時
代
前
・
中
～
後
期
、
終
末
期
の
環
溝

か
ん
こ
う

集

落
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。 

直
径
三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
の
環

状

か
ん
じ
ょ
う

に
溝
を
廻
ら
す
集
落
で
あ
る
。 

ム
ラ
の
周
囲
に
溝
を
廻
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
外
敵

が
い
て
き

か
ら
ム
ラ
を
守
る
と
同
時
に
、
ム
ラ
に
住
ん
で
い

る
人
た
ち
が
共
同
で
稲
作
を
し
た
り
、
生
活
を
助
け
合
っ
た
り
し
て
、
一
つ
の
ム
ラ
で
共
同
作
業
を
す
る
よ

う
に
な
り
、
組
織
化
し
て
い
く
。 

ム
ラ
が
組
織
化
す
る
と
必
然
的
に
リ
ー
ダ
ー
的
な
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
た
ち
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。 

こ
れ
が
階
級
社
会
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
ム
ラ
の
長お

さ

と
一
般
の
人
た
ち
、
そ
れ
に
生せ

い

口こ
う

と
呼
ば
れ
る
奴

隷
た
ち
が
い
る
。 
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さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
本
院
の
北
、
五
〇
〇
ｍ
に
下
徳
力
遺
跡
が
あ
り
、
現
在
の
徳
力
公
団
前
駅
の
下

か
ら
弥
生
時
代
終
末
期
の
竪
穴

た
て
あ
な

住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。 

そ
の
住
居
内
か
ら
銅
製
錬

せ
い
れ
ん

滓さ
い

（
銅
を
溶と

か
し
た
時
の
ク
ズ
）
が
三
点
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
弥
生
時
代
の
終
末
期
に
銅
製
品
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

弥
生
時
代
終
末
期
の
時
代
に
銅
製
品
が
製
作
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
奴ぬ

国こ
く

の
春
日
市
、
伊
都

い

と

国こ
く

の
糸
島
市
、

筑
前
町
ヒ
ル
ハ
タ
遺
跡
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で
し
か
生
産
さ
れ
て
い
な
い
。 

そ
う
し
た
弥
生
時
代
終
末
期
の
先
進
工
業
地
帯
と
も
い
う
べ
き
地
域
が
こ
の
徳
力
地
域
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
有
力
首
長
層
の
お
墓
も
本
院
か
ら
北
二
〇
〇
ｍ
の
「
と
ん
か
つ
濱
か
つ
」
前
の
道
路
下
か
ら
一
辺

六
・
七
ｍ
の
方
形
周
溝
墓
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。 

残
念
な
が
ら
埋
葬
施
設
は
す
で
に
削
平
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
地
域
に
有
力
首
長
層
一
人

の
た
め
の
お
墓
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
地
域
は
、
階
級
社
会
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、

銅
製
品
を
も
製
作
し
得
る
ほ
ど
の
一
大
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
時
代
に
銅
製
品
を
造
り
得
る
地
域
は
、
現
在
の
北
九
州
市
域
で
は
こ
の
徳
力
以
外
で
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
弥
生
時
代
終
末
期
の
北
九
州
市
内
で
は
、
こ
の
本
院
を
中
心
と
し
た
徳
力
地
域
が
最
も

栄
え
た
中
心
地
で
、
奴
国
や
伊
都
国
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
勢
力
に
成
長
し
て
い
た
地
域
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 
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   上
徳
力
遺
跡
第
一
地
点
⒈
号
溝
の
中
の
大
量
の
弥
生
土
器 

（
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
76
集
よ
り
） 

 

上徳力遺跡第十地点の方形周溝墓（右側の周溝の中に祭祀用の

土器が多数見つかっている） 

（北九州市埋蔵文化財調査報告書第七七集より） 
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