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問
文
化
財
課

▲
日
本
遺
産「
古
代
日
本
の

「
西
の
都
」」ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

◆
其
の
百
八

　
福
岡
県
と
佐
賀
県
に
ま
た
が
る
基
山

は
、登
山
な
ど
で
自
然
と
親
し
む
こ
と

が
で
き
る
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

か
つ
て
国
家
間
の
緊
張
関
係
の
影
響
を

受
け
て「
城
」が
築
か
れ
た
こ
と
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。

　

西
暦
６
６
３
年
に
、百
済
救
援
の
戦

い(

白
村
江
の
戦)

で
唐
・
新
羅
に
敗
れ

た
倭(

日
本)

は
、国
土
防
衛
の
た
め
急

き
ょ
古
代
山
城
を
築
き
ま
し
た
。特
に

朝
鮮
半
島
に
近
い
九
州
北
部
で
は
、重

要
拠
点
で
あ
る「
大
宰
府
」の
北
に
は
水

城
と
大
野
城
を
、南
に
は
基
肄
城
を
築

き
防
衛
体
制
を
整
え
ま
す
。こ
の
基
肄

城
が
築
か
れ
た
の
が
基
山
で
す
。

　
奈
良
時
代
に
成
立
し
た『
日
本
書
記
』

に
は
、６
６
４
年
に
水
城
が
、６
６
５
年

に
大
野
城
と
基
肄
城
が
、百
済
か
ら
来

た
人
々
の
指
導
の
も
と
で
築
か
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、水
城
や
大
野

城
は
朝
鮮
半
島
由
来
の
高
度
な
土
木
技

術
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

お
り
、同
時
に
築
城
さ
れ
た
基
肄
城
も

同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。基

山
の
山
内
を
巡
る
よ
う
に
築
か
れ
た
城

壁
は
土
や
石
で
築
か
れ
て
お
り
、４
カ

所
に
城
門
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

城
内
に
は
約
40
棟
の
礎
石
建
物
跡
が
建

て
ら
れ
て
お
り
、食
糧
の
貯
蔵
な
ど
に

も
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。こ
の

う
ち
筑
紫
野
市
側
に
は
、北
帝
門
と
東

北
門
の
二
つ
の
城
門
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
。

　

現
在
で
も
基
山
山
頂
か
ら
は
、遠
く

に
海
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。侵
攻

を
受
け
た
場
合
、最
前
線
に
な
る
で
あ

ろ
う
大
野
城
や
基
肄
城
の
兵
士
た
ち
は

常
に
緊
張
感
に
さ
ら
さ
れ
、生
き
た
心

地
が
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
結
果
と
し
て
侵
攻
を
受
け
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、国
家
間
の
緊

張
関
係
が
生
み
出
し
た「
場
」が
こ
こ
に

は
あ
っ
た
の
で
す
。

※
日
本
遺
産
の
詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

日
本
遺
産
の
世
界
in
筑
紫
野

基き

肄い

城

―
大
宰
府
を
守
る
　

　
南
の
防
衛

▲基肄城　東北門跡


