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周す

船せ
ん

寺じ

は
西
側
を
糸い

と

島し
ま

市
に
接
す
る
、
福
岡
市
の
西
の

ま
ち
で
す
。
国
道
二
〇
二
号
線
・
福
岡
前ま

え

原ば
る

道
路
や
Ｊ

Ｒ
筑ち
く

肥ひ

線
と
い
っ
た
東
西
の
大
動
脈
が
走
り
、
高た

か

祖す

山
や

雷ら
い

山ざ
ん

を
左
右
に
見
な
が
ら
曲

ま
が
り

渕ぶ
ち

に
至
る
南
北
方
向
の
県
道

五
六
号
線
が
そ
れ
と
交
差
す
る
、
交
通
の
要
衝
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
道
路
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
ま
ち
の
姿
は
、

歴
史
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
交
差
し
な
が
ら
形
作

ら
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
今
回
は
福
岡
市
の
「
西
の
玄

関
」、
周
船
寺
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。

「
主
船
司
」
は
船
の
役
所

　
周
船
寺
の
地
名
は
、
古
代
の
大
宰
府
の
役
所
の
一
つ
、

「
主し

ゆ

船せ
ん

司し

」
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
主

船
司
は
、
八
世
紀
に
置
か
れ
た
「
主し
ゆ

船せ
ん

」
と
い
う
役
職
を

前
身
と
し
て
い
ま
す
。
主
船
は
大
宰
府
で
必
要
と
さ
れ
る

船
の
維
持
管
理
を
担
当
し
、
時
に
は
新し
ら
ぎ羅

船
の
様
式
の
研

究
も
そ
の
任
務
と
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す

た
め
に
、
主
船
の
も
と
で
は
一
九
七
人
も
の
駆く

使し

丁ち
よ
うが
働

い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
補
修
に
あ
た
る
博
多
湾
岸

の
船
大
工
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
九
世
紀
に
な
る
と
、
主
船
は
ほ
か
の
役
職
を
置
く
代
わ

り
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
、

あ
ま
り
時
間
を
お
か
ず
に
復
活
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
主
船
司
と
呼
ば
れ
る
役
所
に
な
っ

た
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
主
船
司
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
記
録
が

あ
り
ま
せ
ん
。
周
船
寺
の
地
名
と
主
船
司
は
、
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ス
セ
ン
ジ
と
い
う
地
名

　
ス
セ
ン
ジ
が
地
名
と
し
て
記
録
に
現
れ
る
の
は
室
町
時

代
の
こ
と
で
す
。
嘉か

吉き
つ

元
（
一
四
四
一
）
年
十
月
二
十
二

日
「
少
し
よ
う

弐に

教の
り

頼よ
り

書か
き

下く
だ
し」（『

新
修 

福
岡
市
史 

資
料
編 

中
世

2
』
六
二
五
頁
）
に
は
、
少
弐
教
頼
が
庄

し
よ
う

崎ざ
き

彦ひ
こ

三さ
ぶ

郎ろ
う

に

「
同
（
早
良
）郡

主
船
司
名み

よ
う

七
町
」
ほ
か
の
領
有
を
承
認
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
周
船
寺
一
帯

は
、
筑
前
国
怡い

土と

郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
早さ

わ

良ら

郡
の
「
主
船
司
名
」
は
別
の
場
所
で
す
。
そ
の
少
し
後

の
長
ち
よ
う

禄ろ
く

二
（
一
四
五
八
）
年
三
月
十
一
日
の
深ふ

か

川が
わ

文
書
で

は
、
大お
お

内う
ち

教の
り

弘ひ
ろ

が
深
川
藤と

う

九く

郎ろ
う

（
弘ひ
ろ

国く
に

）
に
与
え
た
所
領

の
一
つ
に
、「
筑
前
国
怡
土
郡
主
船
寺4

九
拾
石
地
」
が
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
（「
大
内
教
弘
書
状
写
」『
市
史
研
究
ふ
く

福
岡
と
糸
島
の
交
差
点

─「
西
の
玄
関
」、周
船
寺
─

文＝市史編さん室

人
び
と
の
往
来
の
な
か

で
形
作
ら
れ
た
ま
ち
。

今
も
受
け
継
が
れ
る
そ

の
歴
史
を
た
ど
る
。

福岡前
原道
路

福岡前
原道
路

周船寺
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お
か
』
第
一
二
号
、
六
一
頁
）。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
怡
土

郡
の
地
名
で
す
。
ス
セ
ン
ジ
の
地
名
が
怡
土
郡
に
あ
っ
た

古
い
例
は
、
長
禄
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
「
主
船
寺
」
が
の
ち
に
「
周
船
寺
」
と
表
記
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
村
名
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
村
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
貝か
い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

が
古
文
書
に
「
主
船
司
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま

し
た
が
（『
筑ち
く

前ぜ
ん

国の
く
に

続し
よ
く

風ふ

土ど

記き

』。
雷
山
の
古
文
書
と
い
う

が
、
未
詳
）、
益
軒
の
研
究
を
継
承
し
た
地
誌
で
は
、「
主

船
寺
」
と
い
う
寺
院
名
に
も
と
づ
く
可
能
性
も
あ
げ
ら
れ

ま
し
た
（『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』）。
そ
の
後
、
青あ

お

柳や
ぎ

種た
ね

信の
ぶ

が
「
此こ

の

村
名
古い

に
しへ

太
宰
府
有あ

り

し
時
、
主
船
司
を
置お

い

て
官

船
を
爰こ
こ

に
繋
き
し
よ
り
出
た
る
名な

な
る
へ
し
」
と
述
べ
、

「
主
船
司
」
に
由
来
す
る
こ
と
を
、
積
極
的
に
説
き
ま
す

（『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』）。
種
信
は
、
長
禄
二
年
の
古
文

書
に
も
触
れ
、「
長
禄
二
年
に
大
内
教
弘
よ
り
深
川
に
与

へ
し
書
に
は
、
怡
土
郡
周（
マ
マ
）船
寺
と
有
。
是
は
後の

ち

の
こ
と
な

る
へ
し
」
と
し
て
、
漢
字
表
記
の
違
い
は
の
ち
に
起
こ
っ

た
こ
と
と
考
え
ま
し
た
。
周
船
寺
＝
主
船
司
と
い
う
説

は
、
種
信
以
降
に
広
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

さ
な
が
ら
農
業
試
験
場
？

　
こ
の
江
戸
時
代
の
周
船
寺
村
の
主
要
な
産
業
は
農
業
で

し
た
。
周
船
寺
一
帯
の
農
業
を
語
る
う
え
で
、
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
人
物
が
宮み

や

崎ざ
き

安や
す

貞さ
だ

で
す
。
安
貞
は
安あ

芸き

国
広
島

藩
の
出
身
で
、
の
ち
に
福
岡
藩
二
代
藩
主
黒
田
忠た
だ

之ゆ
き

に
仕

【発掘調査にみる周船寺】縄文時代から弥生時
代にかけての集落や墓地が見つかっています（周
船寺遺跡／ ）。湿地が乾燥して陸化するなかで、
縄文時代の終わり頃から、人びとの活動が見られ
るようになります（ は縄文人が周船寺に埋めた
甕）。現在の国道 202 号線付近の少し高くなった
場所では、弥生時代の竪穴住居や甕棺墓が見つか
りました。そばには直径 1 ｍくらいの円い穴がい
くつもあり、なかには大量の木の実が蓄えられて
いました（前～中期頃／第 7 次調査／ ）。JR 筑
肥線沿いでの発掘調査（第 10 次）で見つかった
花粉を分析すると、弥生時代のこの辺りは、アカ
ガシ亜属の広葉樹（ドングリの実をつける）やイ
ネ科・クワ科などの草木が茂る、開けた草地だっ
たらしく（前期）、弥生人がこの辺りを歩きまわっ
たり、木の実を集めたりする姿が目に浮かびます。
また別の場所では、甕棺墓から碧玉製の管玉や石
でつくった剣も見つかっています（前期／第 6・
8 次調査）。4 世紀から、今宿平野には多くの前
方後円墳がつくられますが、なかでも最大規模を
誇るのが、丸隈山古墳（墳長約 85 ｍ）です。江
戸時代に石室が開けられ、入り口部分を失ってい
ますが、今も迫力のある石積みの横穴式石室に横
たわる石棺を見ることができます（ ／昭和 2 年
に修理・復原）。8 月になると、「丸隈山古墳観世
音大祭奉納花火大会」が開かれるなど、丸隈山古
墳は周船寺のシンボルとなっています。

え
ま
し
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
辞
し
て
女

み
よ
う

原ば
る

に
居き

よ

を
構
え
、

農
業
に
従
事
し
ま
す
。
そ
し
て
多
年
に
わ
た
る
農
業
の

研
究
を
、『
農の
う

業ぎ
よ
う

全ぜ
ん

書し
よ

』
に
ま
と
め
ま
し
た
。
元げ

ん

禄ろ
く

十

（
一
六
九
七
）
年
に
京
都
の
板は

ん

元も
と

か
ら
出
版
さ
れ
た
『
農

業
全
書
』
は
、
明
治
に
至
る
ま
で
何
度
も
版
を
重
ね
、
ロ

ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
安
貞
は
女
原
で
農
業
を
実

践
す
る
一
方
で
、
農
業
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
し

た
。
女
原
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
辺
の
農
民
が
影
響
を
受
け

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　『
農
業
全
書
』
の
内
容
を
少
し
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
第

六
巻
で
は
藍あ
い

を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
京
都
鳥と

羽ば

地
方
で

の
方
法
を
引
用
し
な
が
ら
、
種
を
得
る
と
こ
ろ
か
ら
、
製

品
と
し
て
の
藍
玉
（
暗
め
の
青
色
を
出
す
染
料
）
に
仕
上

げ
る
ま
で
を
、
詳
細
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
目
を
引
く
の

は
、「
苗な
え

地じ

の
事
。
蕪か

ぶ
ら菁

、
大
根
の
跡あ

と

又
ハ
稲い

な

田た

も
よ
し
」、

「
藍
を
作
る
べ
き
田
に
ハ
、
稲
の
跡
に
か
ら
し
を
栽う
ゆ

べ
し
」

と
い
う
記
述
で
す
。
の
ち
の
記
録
で
す
が
、
明
治
初
期
に

編
集
さ
れ
た
『
福
岡
県
地
理
全
誌
』
に
よ
れ
ば
、
周
船
寺

村
で
は
藍
と
大
根
を
つ
く
っ
て
お
り
、
菜
種
も
栽
培
し
て

い
ま
す
。
安
貞
か
ら
学
ん
だ
技
術
を
、
そ
の
後
も
活
か
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
安
貞
が
西
日
本
各
地
よ
り
習
得
し
た
農
業
技
術
を
、
周

辺
の
農
民
に
伝
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
域
は
福
岡

藩
の
な
か
で
先
進
的
な
農
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
所
と
い

え
ま
す
。
さ
な
が
ら
、
周
船
寺
の
一
帯
は
農
業
試
験
場
の

よ
う
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

福
岡
市
立

西
都
小
学
校

千里保育園
福
岡
県
立

筑
前
高
等
学
校

福岡
前原
道路

福岡
前原
道路

202

7次7次

10次10次

6次6次

周船寺遺跡周船寺遺跡

8
次
8
次

丸
隈
山
古
墳

丸
隈
山
古
墳
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農
業
だ
け
に
あ
ら
ず

　
そ
の
一
方
で
江
戸
時
代
の
周
船
寺
村
は
、
唐か

ら

津つ

街
道
に

沿
っ
て
東
西
に
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
街
道
と
交
差
し

て
、
南
に
は
曲
渕
を
経
由
し
佐
賀
へ
向
か
う
道
（
現 

県
道

五
六
号
線
）
が
延
び
る
、
交
通
の
要
衝
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
村
で
は
商
工
業
も
さ
か
ん
で
し
た
。

　
例
え
ば
、
醸
造
業
。『
福
岡
県
地
理
全
誌
』
を
見
る
と
、

唐
津
街
道
沿
い
の
町
村
や
、
港
を
か
か
え
る
村
の
よ
う
な

輸
送
拠
点
と
な
る
場
所
で
は
、
酒
・
醤
油
・
酢
の
生
産
が

さ
か
ん
で
す
。
周
船
寺
も
例
外
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
醸

造
業
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
酢
は
、
怡
土
・
志し

摩ま

両
郡
の
な
か
で
一
番
の
生
産
量
を
誇
り
ま
し
た
。
昭
和
二

（
一
九
二
七
）
年
刊
行
の
『
糸
島
郡
誌
』
で
は
、「
周
船
寺

酢
」
と
し
て
藩
に
献
上
さ
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

近
代
の
周
船
寺
の
産
業

　
周
船
寺
の
産
業
は
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、
ど
の
よ
う

な
様
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
糸
島
郡
（
か
つ
て
の
怡

土
郡
・
志
摩
郡
が
合
併
）
の
産
業
に
つ
い
て
は
、
糸
島
郡

農
会
が
〝
農
漁
業
従
事
者
が
多
い
一
方
、
商
工
業
は
未
発

達
。
工
業
は
家
族
経
営
規
模
が
ほ
と
ん
ど
〟
と
記
録
し
て

い
ま
す
（『
福
岡
県
糸
島
郡
事
一
斑
』）。
な
か
で
も
周
船
寺

村
は
、
地
理
的
に
小
規
模
だ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
郡

内
一
九
町
村
の
な
か
で
、
現
住
人
口
一
四
位
・
農
業
生
産

額
一
四
位
・
工
業
生
産
額
一
〇
位
と
、
そ
の
生
産
力
は
い

ず
れ
も
高
く
な
い
数
字
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
周
船
寺
村
の
業
種
を
詳
細
に
見
る
と
、
独

特
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
江
戸
時

代
と
変
わ
ら
ず
醤
油
製
造
が
さ
か
ん
な
こ
と
に
加
え
て
、

菜
種
油
粕
な
ど
の
植
物
性
人
造
肥
料
の
生
産
が
、
他
町

村
と
比
べ
て
抜
き
ん
出
て
い
る
の
で
す
。
明
治
四
十
三

（
一
九
一
〇
）
年
に
は
、
村
内
に
「
糸
島
米
穀
肥
料
株
式

会
社
」
が
で
き
、
ほ
か
に
も
、「
白
木
商
店
」「
鰮
い
わ
し

屋
商
店
」

と
い
っ
た
周
船
寺
村
の
肥
料
販
売
店
が
『
糸
島
新
聞
』
に

広
告
を
掲
載
す
る
な
ど
、
周
船
寺
村
は
農
業
が
さ
か
ん
な

周
辺
一
帯
へ
の
肥
料
の
供
給
地
と
し
て
、
独
自
の
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
人
の
移
動
に
は
欠
か
せ
な

い
足た

袋び

・
草ぞ

う

履り

・
草わ

ら

鞋じ

と
い
っ
た
履
き
物
の
生
産
量
が
、

町
村
規
模
の
大
き
い
前
原
町
や
今い
ま

宿じ
ゆ
く

村
と
肩
を
並
べ
る

規
模
を
誇
っ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
す
。

　
こ
う
し
た
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
周
船
寺
が
前
原
・
今
宿

と
な
ら
ぶ
交
通
の
拠
点
で
あ
り
、
供
給
に
便
利
な
位
置
に

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
周
船
寺
村
は
農
業

が
さ
か
ん
な
地
域
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
交
通
の
要
衝
で

も
あ
る
と
い
う
、
ま
ち
の
交
差
し
た
特
性
を
活
か
し
な
が

ら
、
個
性
的
な
産
業
を
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。

鉄
道
沿
線
の
ま
ち

　
交
通
の
要
衝
と
い
う
ま
ち
の
利
点
は
、
新
た
な
交
通
手

段
の
登
場
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
増
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
四
十
三
年
に
は
、
北ほ

く

筑ち
く

軌き

道ど
う

が
加か

布ふ

里り

村
─
西に

し

新じ
ん

町

間
に
開
通
し
ま
し
た
（
博
多
電
気
軌
道
株
式
会
社
に
買
収
さ

れ
た
後
も
、「
北
筑
軌
道
」
の
名
で
親
し
ま
れ
た
）。
拡
幅
し

た
県
道
（
現 

国
道
二
〇
二
号
）
を
、
蒸
気
機
関
車
が
貨
車

や
客
車
を
牽
引
し
て
走
り
、
周
船
寺
村
に
も
停
留
所
を
置

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
な
る

と
、
北
九
州
鉄
道
（
現 

Ｊ
Ｒ
筑
肥
線
）
が
こ
の
北
筑
軌
道

と
平
行
し
て
走
り
、
周
船
寺
村
に
駅
を
構
え
ま
し
た
。

　
停
留
所
や
駅
が
で
き
た
こ
と
で
、
周
船
寺
は
周
辺
地
域

か
ら
人
び
と
を
集
め
、
賑
わ
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
（
た
だ
し
、
北
筑
軌
道
は
昭
和
三
年
に
廃
止
）。
大
正
四

年
、
商
工
会
の
有
志
に
よ
っ
て
劇
場
「
朝
日
座
」
が
村
内

に
開
業
し
ま
し
た
（
☟
七
頁
）。
ま
た
同
七
年
四
月
に
は
、

周
船
寺
停
留
所
前
で
大
阪
大
相
撲
の
興
行
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
す
。
翌
年
冬
に
は
、
大
安
売
り
市
も
開
催
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
前
年
に
前
原
の
大
安
売
り
市
に
出
店
し
た
周
船
寺

の
商
店
が
、
地
元
で
も
開
い
た
も
の
で
す
。
市
を
開
く
に

あ
た
っ
て
は
景
品
を
準
備
し
、
催
し
物
も
お
こ
な
い
ま
し

た
。
お
お
む
ね
夏
と
冬
の
年
二
回
開
催
さ
れ
て
い
た
大
安

売
り
市
は
、
周
船
寺
の
名
物
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
大
正
十
年
に
は
福
岡
区
裁
判
所
周
船
寺
出
張
所
が
開
所

し
、
周
船
寺
・
今
宿
・
今い
ま

津づ

・
元も

と

岡お
か

・
北き

た

崎ざ
き

・
怡
土
を
管

轄
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
八
年
頃
に
な
る
と
、
周
船
寺

駅
の
そ
ば
に
、
周
船
寺
・
元
岡
・
怡
土
村
の
共
同
農
業
倉

庫
（
表
紙
の
建
物
。
現 

Ｊ
Ａ
福
岡
市
周
船
寺
倉
庫
）
を
つ
く

る
な
ど
、
周
船
寺
は
糸
島
郡
東
部
の
拠
点
の
村
と
し
て
位
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置
づ
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

周
船
寺
の
選
択
─
福
岡
市
と
の
合
併
─

　
昭
和
に
入
り
、
戦
争
が
終
わ
る
と
、
国
が
市
町
村
の
合

併
を
促
進
し
ま
し
た
（
昭
和
の
大
合
併
）。
糸
島
郡
で
も
、

各
町
村
が
合
併
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。
昭
和
二
十
八
年

に
は
糸
島
地
方
事
務
所
（
県
知
事
の
補
助
機
関
）
が
、
糸
島

郡
を
東
・
西
・
北
・
中
央
の
四
ブ
ロ
ッ
ク
に
統
合
す
る
試

案
を
示
し
、
周
船
寺
村
に
は
、
東
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
元
岡

村
・
怡
土
村
と
の
合
併
を
提
案
し
ま
し
た
。

　
西
・
北
・
中
央
ブ
ロ
ッ
ク
が
合
併
を
進
め
る
な
か
、
東

ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、
糸
島
郡
全
体
を
一
つ
の
村
と
す
る
こ
と

を
唱
え
て
い
た
怡
土
村
が
、
中
央
ブ
ロ
ッ
ク
の
前
原
町
と

合
併
し
ま
し
た
。
一
方
の
周
船
寺
村
に
は
、
こ
れ
よ
り
先

の
昭
和
二
十
六
年
に
村
議
会
で
福
岡
市
と
の
合
併
を
決
め

た
も
の
の
、
市
側
の
事
情
で
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
が
あ

り
ま
し
た
。
村
は
そ
の
後
も
福
岡
市
と
の
合
併
を
模
索

し
、
陳
情
運
動
は
同
三
十
一
年
に
一
八
回
、
翌
年
に
は
そ

れ
以
上
に
及
ん
だ
と
い
い
ま
す
（『
周
船
寺
村
誌
』）。
陳
情

で
は
、
周
船
寺
村
は
郡
の
東
部
に
あ
っ
て
、
す
で
に
福
岡

市
と
合
併
し
た
今
宿
・
今
津
（
今
宿
は
昭
和
十
六
年
、
今

津
は
そ
の
翌
年
に
合
併
）
と
政
治
・
経
済
・
交
通
を
通
じ
、

そ
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
き
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
あ
ら
か
じ
め
簡
易
水
道
を
整
備
す
る
な
ど
、

合
併
に
向
け
た
環
境
も
整
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
郡
の

東
部
に
あ
っ
て
、
福
岡
と
糸
島
の
交
差
点
と
な
っ
て
い
た

宮崎安貞の書斎（西区大字女原／福岡県指定
史跡）。隣には安貞の顕彰碑も建つ。顕彰碑は明
治 21（1888）年のもの。碑文は福岡県知事安場
保和の撰、建立発起人には怡土・志摩・早良郡
長の樋口競らの地元名士が名を連ねる　

『農業全書』とそこに描かれた「農事図」
の一コマ（福岡市博物館蔵「元禄本」）。なお、さ
らに古い内容と形態をもつ宮崎家伝来本が、福
岡市総合図書館に寄託されている（福岡県指定
有形文化財） 宮崎安貞の記念碑。安貞の墓（元
禄 10〈1697〉年没／福岡県指定史跡）に隣接す
る。明治 44 年に明治天皇が九州での陸軍大演習
を統監したのをきっかけに、安貞が追賞された
ことを記念して、糸島郡農会が建立した

大内教弘書状写（深川文書）。「怡土郡主船
寺」の文字が見える。深川文書は所蔵者のご
厚意により、平成 28（2016）年に市史編さ
ん室が調査し、所在が明らかとなった。内容
は写本によってすでに知られていたが、それ
らのもととなった文書と思われる　 伊覩
神社。江戸時代は「松ノ木天子社」「松木天
神社」と呼ばれ、埴安命を祀っていたとい
う（『筑前国続風土記附録』『筑前国続風土
記拾遺』）。現在の祭神は伊覩県主命・瓊瓊
杵尊・木花開耶姫尊。昔も今も周船寺のラ
ンドマークとなっている　 「主船司神社」
と記された扁額。伊覩神社にかかっていた
ものという。かつて庄屋を務めた個人宅に
伝えられてきたが、近年、福岡市博物館に
寄贈された
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周
船
寺
は
、
福
岡
市
と
の
合
併
を
選
択
し
ま
し
た
。

　
運
動
が
実
り
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
、
元
岡
村
・
北
崎

村
と
と
も
に
福
岡
市
と
の
合
併
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

を
機
に
刊
行
し
た
『
周
船
寺
村
誌
』
の
な
か
で
、
徳
重
兵

三
郎
元
村
長
は
、
市
と
の
合
併
を
め
ざ
し
た
こ
と
で
、

「
幾い
く

多た

の
工
場
が
立た

ち

並な
ら

び
其そ

の

様
相
も
大だ

い

分ぶ

変
ぼ
う
」
し
た

の
で
、
合
併
が
「
又
一
層
の
繁
栄
を
齎も
た
らす

」
だ
ろ
う
と
、

周
船
寺
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
待
し
ま
し
た
（
当
時
、
周

船
寺
に
は
牛
乳
加
工
場
・
菜
種
油
製
造
工
場
・
飲
料
工
場
な

ど
が
立
ち
並
ん
で
い
た
）。
こ
う
し
た
周
船
寺
の
ま
ち
を
、

『
周
船
寺
村
誌
』
は
福
岡
市
の
「
西
の
玄
関
」
と
自
負
し

て
い
ま
す
。

「
西
の
玄
関
」
の
新
た
な
姿

　
近
年
、
周
船
寺
は
福
岡
市
の
「
西
の
玄
関
」
と
し
て
、

さ
ら
に
新
し
い
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
筑
肥
線
を

使
っ
て
、
市
の
中
心
部
に
も
糸
島
市
に
も
簡
単
に
行
く
こ

と
が
で
き
、
元
岡
に
移
転
し
た
九
州
大
学
の
通
学
に
も
便

利
な
、〝
住
む
た
め
の
ま
ち
〟
と
し
て
人
気
を
博
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
商
店
街
で
は
店
舗

に
代
わ
っ
て
真
新
し
い
集
合
住
宅
が
目
立
つ
よ
う
に
な

り
、
田
畑
や
工
場
だ
っ
た
場
所
の
多
く
も
大
型
店
や
マ
ン

シ
ョ
ン
に
形
を
変
え
ま
し
た
。
今
、
周
船
寺
で
は
、
交
通

の
要
衝
と
い
う
特
性
を
変
わ
ら
ず
活
か
し
な
が
ら
、
受
け

継
い
で
き
た
歴
史
と
新
し
い
姿
が
交
差
す
る
、
新
た
な
ま

ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
ま
す
。

昭和 2（1927）年の『北九州鉄道沿線名所遊
覧図絵』 糸島地方事務所の合併試案（『糸島
新聞』昭和 29 年 2 月 6 日掲載の図を参考に市
史編さん室が作成） 合併記念パレード（昭和
36 年 4 月 9 日）。『福岡市・周船寺村合併祝賀
会 記念アルバム』（昭和 36 年発行）からの 1 枚。

「発刊のことば」によれば、「天もことほぐか、前
日来降りしきった雨も早朝よりからりと晴れ渡
り、村民の顔は明るかった」という 大安売り
市で賑わった周船寺商店街（『すせんじ物語』よ
り転載。時期不明） 現在の国道 202 号線（市
境付近から福岡市側を望む）。写真の右手にはか
つて工場が並んでいたが、現在は郊外型の大型
店が営業している 西都北公園の「宮崎開ゆか
りの碑」。宮崎安貞が開発したと伝えられる田地
も、今ではマンション街に姿を変えた

【参考文献】糸島郡教育会編『糸島郡誌』（臨川書店、初版 1927 年）● 『糸島新
聞』（糸島新聞社）● 伊与田円止『日本農学者評伝』（日本図書センター、1991 年）
●『映画年鑑』各年（時事通信社）● 古賀俊祐「資料紹介  深川文書」・田村杏
士郎「中世近世移行期を生き抜いた一大内氏被官─深川氏の研究─」（『市史
研究ふくおか』第 12 号、2017 年）● 財団法人西日本文化協会編『福岡県史 近
代史料編 福岡県地理全誌（6）』（財団法人西日本文化協会、1995 年）● 周船寺
公民館編『昭和 58 年度楽周院大学 かがり火─公民館落成記念号 周船寺の歴
史─』（周船寺公民館、1984 年）● 周船寺村誌編纂委員会編『周船寺村誌』（周
船寺村役場、1961 年）● 中村吉次郎『先覚 宮崎安貞』（多摩書房、1944 年）●

『日本農書全集 第 12 巻 農業全書 巻 1 ～ 5』『日本農書全集 第 13 巻 農業全
書 巻 6 ～ 11』（社団法人農山漁村文化協会、1978 年） ● 能間義弘著・今村書店
サンクリエイト編集部編『福岡博多映画百年』（今村書店サンクリエイト、2003
年）● 福岡県糸島郡農会編『福岡県糸島郡事一斑』（福岡県糸島郡農会、1913 年）
● 福岡市合併 50 周年記念事業委員会編さん委員会『福岡市合併 50 周年記
念誌 すせんじ物語』（福岡市合併 50 周年記念事業委員会、2012 年）● 福岡市史
編集委員会編『新修 福岡市史  資料編 近現代 2  近代都市福岡の始動』（福岡市、
2015 年）● 福岡市史編集委員会編『新修 福岡市史  資料編 考古 1  遺跡から
みた福岡の歴史─西部編─』（福岡市、2016 年）● 福岡市史編集委員会編『新
修 福岡市史 資料編 中世 2 市外所在文書』（福岡市、2014 年）● 『福岡市・周
船寺村合併祝賀会  記念アルバム』（1961 年）● 福岡市立周船寺小学校百周年
記念会編『教育百年史』（福岡市立周船寺小学校百周年記念会、1977 年）

【資料所蔵】個人蔵 P.5 ／ P.10『日米日常会話』● 福岡市博物館 P.5
／ P.6

【 転 載 】糸島郡教育会編『糸島郡誌』（臨川書店、初版 1927 年） P7「朝日座」
● 周船寺公民館編『昭和 58 年度楽周院大学 かがり火─公民館落成記念号 周
船寺の歴史─』（周船寺公民館、1984 年） P7「冨永祝五郎氏の思い出し地図」
●『福岡市・周船寺村合併祝賀会  記念アルバム』（1961 年） P6 ● 福岡
市合併 50 周年記念事業委員会編さん委員会『福岡市合併 50 周年記念誌 すせ
んじ物語』（福岡市合併 50 周年記念事業委員会、2012 年） P6

【図版作成】P.3 下図：地理院地図〈国土基本情報〉地図情報（福岡）
2015 年発行（国土地理院）を基に作成（作成：馬場昭夫）● P6 下図：昭和
11 年測量 5 万分の 1 地形図「前原」「福岡」「浜崎」「背振山」（国土地理院）を
基に作成／合併案：『糸島新聞』昭和 29 年 2 月 6 日を参考に作成（いずれも
市史編さん室作成）

【写真所蔵】福岡市埋蔵文化財センター P.3 ・
【写真撮影】市史編さん室 表紙／ P.2 ／ P.3 ／ P.5 ・ ・ ・ ・ ・
／ P.6 ・ ・ ／ P.8

【 協 力 】内川義則 氏 ● 川島貞雄 氏 ● 西都公民館 ● 周船寺公民館 ●
周船寺商店街のみなさん ● 徳永哲也 氏 ● 冨永英秋 氏 ● 福岡市西部地域交流
センターさいとぴあ ● 福岡市農業協同組合 ● 松尾善和 氏
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　米
松
藤
市
卍 

龍
松
寺

岡
部
屋
根
や

丸
隈
山
古
墳 

卍

陶
器
行
商

日
露
戦
争
戦
死
者
碑

冨
永
市
三
郎

冨
永

小
学
校
跡

糀
屋

　井
上
幸
四
郎

　農

井
上

高
畠
裁
縫

　中
村
文
次
郎

タ
タ
ミ
屋

　冨
永
平
三
郎

石
屋

　山
内
勘
吉

岸
原
宅

林
宇
三

淀
川
久
城
久
助

中
村
灯
燈
屋

冨
永
忠
太
郎

健
屋

酒
造
店

駐
在
所

ア
メ
屋

　榎
田
南
太
郎

茶
・
陶
器
店

化
粧
品
・
菓
子

大
工
・
雑
貨
店

　江
口
伊
三
郎

米
長

　冨
永
長
三
郎

木
ろ
う

　醤
油
製
造

村
役
場

す
屋

　酢
製
造

　冨
永
五
右
エ
門

コ
メ
屋

八五　

米
穀
商

　冨
永
角
太
郎

農

　冨
永
真
一
郎

冨
永
夘
右
門

竹
細
工
商

サ
ラ
屋

冨
永
友
七

冨
永
善
助

木
び
き

　水
上

寺
小
屋
跡

末
松
伝
助

妙
正
寺 

卍

ポ
ン
プ
小
屋
（
消
防
）

薬
屋

　冨
永
改
蔵

郵
便
局
長 

冨
永
忠
太
郎

庄
屋
跡

案内碑

大工　冨永新九郎

尋常小学校跡

役
場
跡

大
木
理
髪
店

　唐
物
屋
跡

塩
㐂
陶
器
店久

保
金
太
郎

大
庭
医
院

天
野
？
次

古
物
商
跡

　

 

浦
善
？
郎

米
七
雑
貨
店

冨
永
七
兵
衛

タ
タ
ミ
ヤ

田
中
千
吾

「
清

　鮮
魚
店

　高
山
清
次
郎

谷
島
呉
服
店

　谷
島


旅
館

　田
中
栄
五
郎

旅
館

　川
端
屋

精
米
所

菓
子
セ
ン
ぺ
イ
焼

伊
覩
神
社

道標あり

文

文

ト
ー
フ
や

鉱泉跡

カ
セ
ギ

雷
山
観
音
参
拝
道

←前原 福岡→

　大正 4（1915）年、周船寺村の商工会「連商会」の有志が、劇場「朝

日座」を建設しました（『周船寺村誌』）。場所は伊覩神社にほど近い、
北筑軌道の停留所そばでした。まちの賑わいが、東側から西側へと広
がっていたことがうかがわれます。今は集合住宅となっており、面影
はありませんが、写真で見る朝日座の姿は堂々としたものです。
　この朝日座は地元で長く愛され、さまざまなものを上演しました。

たとえば歌舞伎。昭和 25（1950）年 9 月 29・30 日には、関西から市
いち

川
かわ

右
う

団
だん

次
じ

・尾
おの

上
え

喜
き

久
く

太
た

郎
ろう

ら 80 名以上を招いています。このときの演
目は「忠臣蔵」などでした。料金は大人が 100 円、子供はその半額です。昼 3 時に開幕し、終演は夜 8 時 50 分でしたが、『糸島新聞』に
載せた広告には、わざわざ「九時十分の下り列車に必ず間に合います」と書いており、村内だけではなく、周船寺駅を有する鉄道（元の北

九州鉄道、現在の JR 筑肥線）を利用し、前原方面からの集客も期待していたことがわかります。この年の 12 月には、映画『影法師』（松竹）

を上映しています。阪
ばん

東
どう

妻
つま

三
さぶ

郎
ろう

が一人二役を巧みに演じ分け、山
やま

田
だ

五
い

十
す

鈴
ず

・入
いり

江
え

たか子らと共演した人気作です。そのほかに、新派劇や
剣劇などの公演もおこなっており、朝日座が多彩な内容で人びとを楽しませていた様子が目に浮かびます。
　昭和 28 年になると、朝日座は新しい経営者のもとで装いを新たにし、常設の映画館「旭

あさひ

座」となりました。福岡県は全国のなかでも映
画人気が高い地域でした。県下の映画館は、旭座が開館する前年には全部で 187 館がありましたが、開館の年には 220 館にまで増え、そ
の後もますます数を増していきました。この頃、平均すると県民 1 人あたり年 7 ～ 9 回は映画館を訪れており、この数字は東京・大阪・
京都についで全国第 4 位の頻度を誇っています。演劇場から映画館への転換は、ちょうど映画が飛躍的人気を得て、娯楽の主役となっていっ
た頃のことでした。
　『映画年鑑』掲載「全国映画館総覧」によれば、映画館として改築された旭座は、木造 2 階建ての 240 席、国産のローラー社の映写機を使っ
て邦画を上映していました。改装によって映画館らしく土間にイスを導入した一方で、歌舞伎なども上演できるように花道や桟敷はその
まま残してありました（『糸島新聞』昭和 28 年 5 月 16 日）。地元の方に話を聞くと、イスは長イスで、座布団を有料で貸し出していたそうです。
開館直後は、『アジャパー天国』（新東宝、古

ふる

川
かわ

ロッパ・清
きよ

川
かわ

虹
にじ

子
こ

出演）、『母波』（大映、三
み

益
ます

愛
あい

子
こ

出演）など、この年の人気作を連日上映しました。
糸島郡では前原に大きな映画館がありましたが、郡の東部にはなく、旭座の開館は映画ファンにとってうれしい出来事だったことでしょう。
　そして開館当時の新聞によれば、旭座によって周船寺の商店街が「見違えるように活気を帯びてくるだろう」という期待も寄せられて
いました。もともと商工会の有志によって設立された劇場は、映画館の
時代になっても、単に村内に娯楽を提供するだけではなく、糸島郡の各
地から人びとを集め、周船寺の商圏を拡大する役割も担っていました。
　ところが、映画館の乱立による競争に加えて、人びとの関心がテレビ
にも向けられるようになると、しだいに全国の映画館の経営に陰りが見
え始めます。福岡県においても、昭和 35 年前後には 400 館を超えていた
映画館の数は、同 38 年に 300 館を下回り、その 2 年後になると 221 館
にまで減りました（福岡県の場合は炭鉱の減少の影響も大きい）。姿を消した
映画館の一つに旭座の名もありました。劇場の時代から数えると約 50 年
経った、昭和 39 年のことでした。こうして周船寺から映画館はなくなり
ましたが、旭座の姿は、映画最盛期の人気作品やそれを観たときの一人
一人の思い出とともに、今も周船寺の人びとの記憶に残っています。
※ 福岡県の映画館数・入場者数・入場回数は『映画年鑑』による。 ▲『糸島郡誌』に掲載された、映画館に改修される前の「朝日座」

明治 40年頃　すせんじ　東の町なみ

冨永祝五郎氏の

思い出し地図
この地図は、『昭和 58 年度楽周院大学 かがり火─公民館落成記念号 周船寺の歴史─』（周船寺公民館、1984 年）に掲載された「冨永
祝五郎氏の思い出し地図」（手書き）を書き起こして転載するものです（デザインは市史編さん室にて改めました。読み取れなかった文字は、

推定の文字や「？」を入れ、赤色で表記しています）。冨永祝五郎は、福岡市との合併時に周船寺村の収入役を務めた人物です。この地図
は、晩年に記憶をたどって記録されたものですが、今では住宅街となった周船寺の東地区が、かつて商店街として賑わった様子を
よく伝えており、貴重です。まちの賑わいは当初ここが中心でしたが、鉄道の開通によって、駅のある西側に広がっていきました。

周船寺の映画館「旭座」



レポート 第 12回・第 13回福岡市史講演会を開催しました

　平成 28 年 11 月 26 日、第 12 回福岡市史講演会「空の福岡、海の福岡─近代都市福岡の来歴を語り直す─」を開催しました。

講師の柴多一雄先生（長崎大学名誉教授）には、現在の福岡市域には大正の終わりから昭和の初めにかけて、いち早く水上や陸

上の飛行場が置かれ、数少ない海外への空の窓口として、企業や国の機関が集まってきたことを教えて頂きました。交通や行

政といった拠点機能を高めることで発展していく福岡市の方向性は、このときすでに決定づけられていたとのご指摘は、注目

を集めるものとなりました。石橋知也先生（福岡大学助教〈講演時〉。現 長崎大学准教授）には、福岡市が自身の目指す姿を、工

業都市から第 3 次産業がさかんな管理中枢都市へと転換した時期やきっかけについて、お話し頂きました。今の福岡市の姿を

生んだこの大転換の背景には、政令市への指定をめぐって、工業のさかんな北九州市とどのように差別化をはかることができ

るかという模索があったそうです。最後のトークセッションでも指摘された通り、古来、人・物・情報の流通の結節点となっ

てきた福岡市の姿が、近代以降においても浮かび上がってきた講演会となりました。

　また、平成 29 年 10 月 7 日には、第 13 回福岡市史講演会「遺跡からみた福岡の対外交流─西部の遺跡を中心として─」を開

催しました。『新修 福岡市史 資料編 考古 1 遺跡からみた福岡の歴史─西部編─』で対象とした福岡市西部の遺跡について、特

に対外交流の面から講師の方々にお話し頂きました。第 1 部では、下條信行先生（愛媛大学名誉教授）に弥生時代に西区今
いま

山
やま

で

製作された石
せき

斧
ふ

について、柳沢一男先生（宮崎大学名誉教授）に西区今
いま

宿
じゆく

に多数分布する古墳について、それぞれ講演頂きました。

第 2 部では、埋蔵文化財を専門とする市の職員に、歴史書の一節とそれ

に関わる遺跡について、報告してもらいました。最後に小畑弘己先生（熊

本大学教授）の司会のもと、登壇者全員でおこなったディスカッション

では、これらの遺跡を通して、福岡市の西部が、長い間、国内外の交流

の核となる地域であったことが確認されています。

　第 12 回・第 13 回の講演会では、違う時代を、異なる研究方法で扱い

ながら、はからずも “ 福岡は人々の交流拠点 ” という同じ特徴が指摘さ

れました。福岡市の未来を展望するうえでも参考となる講演会になった

と感じています。両講演会の詳しい内容は、『市史研究ふくおか』第 12

号・第 13 号にそれぞれ掲載していますので、ぜひご覧ください。

レポート 南当仁公民館で講座を開催しました

　平成 28 年 7 月 14 日および同 29 年 7 月 13 日の 2 回にわたって、中央区の南
みなみ

当
とう

仁
じん

公民館にて歴史講座を開催しました。これ

は南当仁公民館によって、高齢者地域参画事業「こうじゅ大学」の一つとして企画され、依頼により市史編さん室から講師を

派遣したものです。

　平成 28 年には「南当仁校区の江戸時代」をテーマに、南当仁校区（中央区地
じ

行
ぎよう

浜
はま

・地
じ

行
ぎよう

・今
いま

川
がわ

と、鳥
とり

飼
かい

・大
おお

濠
ほり

の一部）が、江

戸時代にはどのような景色だったのか、人々はどうくらしていたのかについて、古地図や古文書を見ながら振り返りました。

西
にし

新
じん

に住んでいた足
あし

軽
がる

の日記に記された、鳥飼八幡宮の神楽や能を楽しみにしたり、地行や唐
とう

人
じん

町
まち

の菩提寺に墓掃除に出かけ

たりするくらしぶりは、参加者にも身近に感じられたようです。

　翌年には「皆さんの記憶の中にある南当仁の歴史」と題して、同校区の明治か

ら昭和にかけての様子や、そうした昔のことを調べてまとめる方法について、講

座を開きました。校区内にかつてあった福岡県女子師範学校を例に、断片的な記

憶やまちに残っている痕跡を、地図や写真でつなぎながら、まちの移り変わりを

考えていきました。この講座をきっかけに、福岡市の「地域の担い手パワーアッ

プ事業」の一つとして、校区の有志による歴史散策と、それに基づいた歴史マッ

プづくりが始まり、すでに成果が公表されています。

8
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　『
資
料
編 

考
古
2
』
の
本
格
的
な
編
集
作
業
に
入
り
ま

し
た
。
本
誌
第
二
一
号
で
ご
紹
介
し
た
中
央
区
警け

固ご

に
あ

る
古
墳
を
覚
え
て
い
ま
す
か
。
国
体
道
路
南
側
の
丘
陵
上

に
分
布
す
る
、
警
固
丸ま
る

山や
ま

古
墳
・
警
固
茶ち
や

臼う
す

山や
ま

古
墳
・
警

固
茶ち
や

臼う
す

塚づ
か

古
墳
の
三
つ
で
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
警
固
古

墳
群
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
付
近
で
は
、
福
岡
城
内
の
天

守
台
に
あ
た
る
場
所
や
鴻こ
う

臚ろ

館か
ん

跡
か
ら
も
、
古
墳
の
石
室

や
副
葬
品
等
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

　
市
内
東
部
（
東
・
博
多
・
中
央
・
南
区
）
の
遺
跡
を
扱
う

こ
の
巻
で
は
、
博
多
や
赤
坂
・
警
固
と
い
っ
た
都
心
部
で

見
つ
か
っ
た
遺
跡
に
つ
い
て
も
、
第
Ⅳ
部
「
主
要
遺
跡
解

説
」
で
紹
介
す
る
予
定
で
す
。

　
昨
年
、
九
州
大
学
で
は
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
統
合
・

移
転
が
完
了
し
ま
し
た
。
旧
箱
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
っ
た

附
属
図
書
館
や
付
設
の
九
州
文
化
史
資
料
部
門
に
は
、
福

岡
藩
筆
頭
家
老
の
三み

奈な

木ぎ

黒
田
家
や
家
老
吉
田
家
の
文

書
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
檜
垣
元
吉
氏
が
収
集
し
た
檜
垣

文
庫
史
料
な
ど
、
福
岡
藩
に
関
す
る
多
く
の
史
料
が
収
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
近
世
専
門
部
会
で
は
、
移
転
に
と
も
な
い
閲
覧
業
務
が

一
定
期
間
停
止
と
な
る
の
に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
計
画

的
に
作
業
を
進
め
、
福
岡
藩
政
全
体
を
う
か
が
え
る
日
記

や
記
録
類
を
中
心
に
、
調
査
・
撮
影
を
済
ま
せ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
新
し
い
知
見
を
『
新
修 

福

岡
市
史
』
へ
反
映
で
き
る
よ
う
、
作
業
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
文
献
資
料
の
収
集
を
続
け
て
い
ま
す
。そ
の
な
か
に
は
、

史
実
の
行
間
を
埋
め
る
、説
話
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
博
多
の
大た

い

夫ふ

貞さ
だ

重し
げ（

秦
は
た
の

定さ
だ

重し
げ

）
の
話
。
あ
る

時
、
彼
は
唐
人
か
ら
借
金
を
し
て
有
力
者
や
知
人
へ
の
贈

り
物
を
準
備
し
、
上
京
し
ま
し
た
。
事
が
う
ま
く
運
び
博

多
に
戻
る
と
、
部
下
が
都
の
近
く
で
安
く
手
に
入
れ
た
真

珠
一
玉
が
、
こ
の
唐
人
に
高
く
売
れ
、
そ
れ
だ
け
で
借
金

を
完
済
し
た
と
の
こ
と
で
す
（『
今こ

ん

昔じ
や
く

物も
の

語が
た
り

集し
ゆ
う』
巻
二
六
・

『
宇う

治じ

拾し
ゆ
う

遺い

物も
の

語が
た
り』
巻
一
四
）。
唐か
ら

物も
の

（
輸
入
品
）
だ
け
で
は

な
く
、
日
本
の
品
も
大
陸
に
渡
る
こ
と
で
大
き
な
利
益
を

生
む
こ
と
や
、
仲
介
し
た
博
多
の
人
び
と
に
富
を
も
た
ら

し
た
こ
と
を
よ
く
伝
え
て
い
る
物
語
で
す
。

　
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
の
河か
わ

内ち

資
料
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。
昭
和
初
期
に
福
岡
市
長
に
選
ば
れ
た
、
博
多
の
実

業
家
で
あ
る
河
内
卯う

兵へ

衛え

の
旧
蔵
資
料
で
す
。
内
容
は
書

簡
を
は
じ
め
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
地
元
企
業
の

設
立
趣
意
書
や
営
業
報
告
書
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
特
徴
で
す
。

　
例
え
ば
、
大
正
年
間
に
は
博
多
国
技
館
の
建
設
が
計
画

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
資
金
の
調
達
が
進
ま
ず
頓
挫
し
た

こ
と
が
、
関
係
す
る
経
営
資
料
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。
福

岡
が
近
代
都
市
と
し
て
発
展
を
見
せ
る
な
か
で
、
モ
ダ

ン
な
娯
楽
、
文
化
施
設
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　『
資
料
編 

近
現
代
3
』
の
刊
行
に
向
け
て
、
モ
ダ
ン
都

市
福
岡
の
発
展
を
テ
ー
マ
に
資
料
の
調
査
と
編
集
を
続
け

て
い
ま
す
。

　『
資
料
編 

中
世
3
』
に
は
、
多
数
の
古
記
録
や
文
学
作

品
を
収
録
す
る
予
定
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
な

り
の
分
量
を
持
つ
資
料
で
す
の
で
、『
中
世
1
』『
中
世

2
』
に
収
録
し
た
古
文
書
の
よ
う
に
、
全
文
を
掲
載
す
る

こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
の
た
め
、
福
岡
市
域
に
つ
い
て
記

述
さ
れ
て
い
る
部
分
を
抜
粋
し
て
収
録
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
該
当
す
る
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
前
後
の
文
脈

ま
で
読
ま
な
け
れ
ば
正
し
く
意
味
を
理
解
で
き
な
い
と
い

う
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
限
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
収
録
す
れ

ば
、
資
料
の
内
容
や
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
ら
れ
る
か
、
現

在
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
明
治
・
大
正
の
新
聞
に
は
、
夜
間
に
橋
か
ら
転
落
す
る

事
故
や
、
橋
上
で
暴
漢
に
遭
う
事
件
の
記
事
が
見
え
、
当

時
、
夜
の
橋
は
暗
く
危
険
な
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。
明
治
後
半
か
ら
市
街
地
で
街
灯
の
普
及
が
始

ま
る
と
、
新
聞
投
稿
欄
に
は
「
石
堂
橋
に
電
灯
の
設
置

を
望
む
暗
夜
の
通
行
大
に
困く
る

し
む
」「
中
洲
橋
春
吉
橋
に

も
電
灯
を
点
け
て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
声
が
増
え
て
き
ま

す
（『
福
岡
日
日
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
五
日
、
同

三
十
二
年
三
月
十
一
日
）。
町
な
か
の
暗
所
も
街
灯
設
置
の

要
望
が
多
く
、
夜
の
防
犯
防
災
の
た
め
に
街
灯
が
不
可
欠

な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
く
過
程
が
見
え
て
き
ま
す
。

　『
民
俗
編
三
』
で
は
こ
う
し
た
資
料
や
聞
き
書
き
を
基

に
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で
の
福
岡
の
夜
の
諸
相
を
描
き
ま

す
。



　

ナ
ナ
メ
読
み

今回の
ナナメ読みは

A4 判 上製本（クリアケース入り）
384 頁／オールカラー
頒価 3,600 円（税込）

紙
飢
饉
に
訪
れ
た
印
刷
黄
金
時
代
―
戦
後
福
岡
の
印
刷
事
情
―

そ
の
4

福岡市博物館  ミュージアムショップ（福岡市早良区百道浜 3 丁目 1-1）

 092-823-2800

ジュンク堂書店 福岡店（福岡市中央区天神 1-10-13）
  092-738-3322
丸善 博多店（福岡市博多区博多駅中央街 1-1 JR 博多シティ8F）
  092-413-5401

福岡市博物館 市史編さん室（福岡市早良区百道浜 3 丁目 1-1）

  092-845-5245

特
別
編 
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
―
近
代
福
岡
の
印
刷
と
出
版
―

　

海
外
旅
行
に
行
く
と
き
、
ま
た
は
海
外
か
ら
の
お

客
様
を
お
迎
え
す
る
と
き
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は

言
葉
の
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
〇
二
〇
年

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
外
国
語
教
室
に

通
っ
て
い
る
、
と
い
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
書
店

に
行
け
ば
、
英
語
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
教
材

が
数
多
く
並
ん
で
い
ま
す
。

　

太
平
洋
戦
争
末
期
、
英
語
は
「
敵
国
語
」
と
し
て

排
除
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
敗
戦
後
に
は
一
転
、
連

合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領

政
策
に
よ
り
多
く
の
外
国
人
が
駐
留
し
、
英
語
が
必

要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
敗
戦
か
ら
わ
ず
か
一
ヵ
月
後

に
企
画
さ
れ
、
発
売
か
ら
三
ヵ
月
ほ
ど
の
間
に

三
六
〇
万
部
と
い
う
驚
異
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
た

本
が
あ
り
ま
す
。『
日
米
会
話
手
帖
』（
誠
文
堂
新
光
社
、

昭
和
二
十
年
十
月
、
全
三
二
頁
）と
い
う
、
英
会
話
の

ハ
ウ
ツ
ー
本
で
す
。
そ
し
て
こ
の
本
の
ヒ
ッ
ト
に
便

乗
し
、
す
ぐ
に
多
く
の
類
似
本
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
福
岡
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　
『
日
米
日
常
会
話
』（
西
日
本
新
聞
社
、
昭
和
二
十
年

十
一
月
一
日
、
全
六
二
頁
）。
ポ
ケ
ッ
ト
サ
イ
ズ
（
Ｂ
七

判
／
九
一
×
一
二
八
㎜
）
で
、
内
容
も
本
家
と
同
じ
く

す
ぐ
に
使
え
る
英
会
話
の
例
文
が
対
訳
形
式
で
並
び

ま
す
。
冒
頭
の
「
日
米
会
話
の
コ
ツ
」
と
題
さ
れ
た

ペ
ー
ジ
に
は
、「
日
本
人
の
間
に
は
外
人
と
の
会
話

を
難
し
い
も
の
と
き
め
て
か
ゝ
っ
て
ゐ
る
人
が
多
い

が
、
決
し
て
そ
ん
な
に
困
難
な
も
の
で
は
な
い
」
の

だ
か
ら
「
要
は
恥
し
が
ら
ず
に
大
胆
に
、
正
確
、
敏

速
に
話
す
こ
と
」が
大
事
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
日

本
人
は
会
話
の
場
合
、
兎
角
お
上
品
に
口
を
開
く
の

で
ハ
ッ
キ
リ
発
音
が
出
来
な
い
」
か
ら
「
会
話
に

際
し
て
ゼ
ス
チ
ュ
ア
を
添
へ
る
と
更
に
判
り
易
い
」、

だ
と
か
、
映
画
を
観
る
時
に
は
日
本
語
字
幕
に
頼
ら

ず
音
声
を
聞
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
英
語
の
発
音
が
耳

に
慣
れ
て
良
い
、
な
ど
、
現
代
で
も
通
じ
る
よ
う
な

英
語
上
達
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
も
約
五
〇
万
部
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
奥
付
に
あ
る
「
配
給
元　

日
本
出
版
配
給

統
制
株
式
会
社
」
と
い
う
表
記
か
ら
は
、
こ
の
本
の

印
刷
用
紙
が
正
規
の
配
給
で
賄ま

か
なわ
れ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。「
紙か

み

飢き

饉き
ん

」
と
い
わ
れ
、
印
刷
用
紙
が
相

当
制
限
さ
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
政
府
が
こ
の
よ
う

な
破
格
の
割
り
当
て
を
し
た
背
景
は
さ
ま
ざ
ま
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
だ
け
の
部
数
の

本
が
福
岡
で
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ

き
点
で
す
。
そ
れ
は
、
東
京
・
大
阪
の
印
刷
会
社
が

空
襲
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
あ
と
、
そ
れ
ら
に

代
わ
る
印
刷
所
が
い
ち
早
く
復
興
で
き
た
地
方
都
市

の
一
つ
が
福
岡
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
『
日
米
日
常
会
話
』
の
出
版
経
緯
は

敗
戦
直
後
の
福
岡
が
ま
さ
に
印
刷
業
に
と
っ
て
の
黄

金
時
代
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
が
、
で
は

な
ぜ
福
岡
が
？  

と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

そ
こ
に
は
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
事
情
と
、
い
く
つ

か
の
条
件
が
重
な
っ
た
こ
と
に
理
由
が
あ
る
の
で
す

が
…
…
そ
の
謎
は
、『
特
別
編 

活
字
メ
デ
ィ
ア
の
時

代
』
の
な
か
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲『日米日常会話』（個人蔵）はスマー
トフォンほどの手のひらサイズ。中
央 1 ヶ所を針金で留めただけの簡易
平綴じ製本で、本家が 1 冊 80 銭だっ
たのに対し、50 銭で売られていた

10
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　福岡市博物館のこれまでの歴史は、ほぼ丸ごと平
成という時間と重なっている。博物館の開館は平成
2（1990）年である。その前年である平成改元の年に
は、ここ百

もも

道
ち

浜
はま

の埋立地でアジア太平洋博覧会が開催
された。平成の初めに降り立って見るには、何もわざ
わざタイムマシンに乗る必要はない。私たちの多くに
とって記憶のなかにある世界だろう。目をつぶっても
歩ける（はずだよね？）。でも念のために確かめてみよう。
平成がはじまった頃の私たちの前にあるのはどんな世
界か。
　平成元年は天神地区に次々と新しい商業施設がオー
プンした年だ。ユーテクプラザ（なつかしい！ なんて

言ってるのは私のようなじじいだけ？ 現天神ロフトビルの

こと）、ソラリアプラザ、イムズビル。そのイムズビル
がもう建て替えの時期だそうだ。福岡という都市の開
発（現代化）の次のステージがどのようなものになるの
か、まだ誰にも見えていない。でも30年前の市民にとっ
ては、都市の新しい表情を見るだけで十分だったかも
しれない。
　平成 2 年には第 1 回アジアマンスが開催された。ア
ジア太平洋博覧会と同様に、今から見ると平成の 30
年が福岡にとってアジアの時代であったことを象徴し
ているかのようだ。しかしそのアジアの時代には、と
ても大きな幅がある。張

チヤン

芸
イー

謀
モウ

監督の出世作「紅いコー
リャン」の日本公開はまさに平成元年だが、山
口百恵似というのが最大の話題！ だった主演
女優の鞏

コン

俐
リー

は、今や世界女優史を彩るレジェ
ンドだ。張芸謀がやがて北京オリンピック
の開会式を演出し、原作者の莫

モー

言
イェン

がノーベ
ル文学賞を受賞するなど、もちろん予測し
たものは皆無だろう。
　私たちの隣国は世界を動かす超大国とな
り、大型クルーズ船の襲来に驚いたのもつ
かの間、家族や友人同士で落ち着いて日本旅
行を楽しむ春節の観光客の姿に、「爆買い」な
んて言葉は早くも死語だ。

　逆から見ても事態は同じだ。2006 年アメリカの
Newsweek 誌が「世界で最もホットな 10 都市」を特
集し、アジアへの出入り口として福岡市を選んでいる。
私たちの多くは、「なるほど」としか思わないだろう。
だがこれだって、平成の初めに立ってみると、驚くべ
きことなのだ。
　アジアそれ自身も、福岡にとってのアジアの時代も、
そして何よりも福岡という都市自体が、この 30 年の
初めと終わりではかなり異なる姿やふるまいを見せる
ようになった。アジアの経済発展、中国の大国化、そ
れらがもたらす国際関係の変化、グローバル化と人々
の移動、異次元とも思える情報化の進展、これらのす
べてが平成の 30 年に生じた変化である。この 30 年の
変化こそは、「過去は外国である」ということを証明し
てあまりあるだろう。
　博物館や市史編さん事業をとりまく環境は激変して
いる。私たちは改めてそのことを自覚すべきなのだ。
せめて時代の目撃者としてどう振る舞うかくらいは考
えておきたいものだ。

平成の終わりに

4
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　早いもので、川
かわ

添
ぞえ

昭
しよう

二
じ

先生（九州大学名誉教授）
の一周忌を迎えました。ながく福岡市史編さん委員
会の相談役をお務め頂いていた先生の突然の訃報
に接したのは、平成 30（2018）年 3 月 22 日のこと
でした。先生には編さん事業が軌道に乗るまで、数
多のご指導をいただきました。この事業は、正史的
には田鍋隆男「『新修 福岡市史』が刊行されるまで」

（『市史研究ふくおか』第 6 号、2011 年）に記されてい
るような過程を経て今日に至っていますが、今回は
先生が福岡市史編さんに対し示された数々のご支
援の一端を紹介し、改めて感謝の意を捧げたいと思
います。
　先生がご自分の研究分野で福岡市と本格的に関
わられたのは、昭和 46（1971）年に、福岡市教育
委員会から『注解 元寇防塁編年史料─異国警固番
役史料の研究─』を刊行されたことにあります。こ
れは文化財保護意識が高まっていくなか、国指定史
跡元寇防塁を、建築学・考古学・土木工学に文献史
学も加わって総合的に調査研究した際に、文献調査
の成果の一端を刊行したものでした。その後の蒙

もう

古
こ

襲来の研究に資するところ、多大なものがあったと
聞いています。時あたかも昭和 49 年は元寇（文

ぶん

永
えい

の役
えき

）から 700 年にあたり、記念事業としても意義
のあるものでした。
　先生の助言によって、福岡市はさらに元寇防塁を
広く周知させるため、『蒙古襲来絵

え

詞
ことば

』（肥後の竹
たけ

崎
ざき

季
すえ

長
なが

が、文永・弘
こう

安
あん

の 2 度にわたる蒙古合戦時におけ
る、自らの武功を描かせた絵巻）を複製して出版する
ことを計画しました。これは中世武士の思想・武器
武具・防塁などを知れる第一級の元寇資料です。複
製にあたっては、所蔵する宮内庁の格別のご厚意で、
御
ぎよ

物
ぶつ

本のカラーフィルムが貸与され、未撮影部分を
新たに撮影することや、現物と照合しての色校正・
文字解読も許可されました。これまで現物に接する
機会がなかった先生は、閲覧をことのほか喜ばれ、
京都御所での作業に同行されました。当時、「詞

ことば

書
がき

」
（絵巻の内容を説明する文章）部分のカラー写真はな
く、研究者はモノクロ写真で研究するしかありませ

んでした。先生が閲覧の際に、これまで墨書と思っ
ていた箇所が実は「朱

しゆ

書き」だったことを発見して、
声を上げて喜ばれたことを今でもよく覚えていま
す。
　この一連の刊行を通じて先生は、行政に文献資料
の収集と公開の重要性を説かれていました。また、
福岡市博物館の常設展示を計画するにあたっては、
依拠すべき自前の自治体史がないことを指摘され、
その編さんの意義を市役所の上層部に強く訴えて、
現在の市史編さん事業の契機をつくられました。
　市史編さんの再出発が見え隠れしてきた頃（本誌
第 21 ～ 23 号の本コラム）からは、先生は自らの自
治体史編さんの体験をふまえて、編さん体制、とり
わけ専従の行政職員を配置することを強く主張さ
れました。これは調査・執筆に携わる研究者に事務
作業を望むなということで、ややもすると従来の自
治体史編さんが、研究者に丸投げに近い形で行われ
ていたことに強く危機感を持たれていたためです。
その際、刊行時期の遅れを自ら議会に出向き陳謝し
たこと、馴れない予算書作りを手伝わされたことな
どを、例にあげられていました。筆者も、わずかな
がら自治体史編さんのお手伝いをした経験から理
解できるところがあり、編さん体制づくりの重要さ
を考えさせられましたが、万全な体制をつくること
はとても難題に思われました。それでも編さん室が
再スタートするときには、行政事務の室長（課長職）
と主査（係長職）、さらに専門職の主査も確保でき、
先生に大層評価していただきました。
　平成 12 年に編さん準備予算が付き、本格予算が
確保できたのは平成 16 年度からでしたので、その
間、丸 4 年かかった事になります。それから 15 年
が経ち、多くの資料編・民俗編・特別編の刊行を続
けています。刊行するたびに、先生のお手元に本を
お届けしていましたが、さっそく丹念にページをめ
くられ、関係者への賛辞を口にされるのが常でした。
これからも、先生に順調に刊行のご報告ができるこ
とを切に希望しています。

お詫び

既刊の「市史だより Fukuoka」に誤りがありました。お詫びして訂
正いたします。

P5「曰佐こらむ お伊勢まいりは大飛躍」【誤】「日露戦争戦
役軍人」（明治 29 年）→【正】「日露戦役出征軍人」（明治 40 年建立）

P6「シーサイドももち建物図鑑」【誤】「福銀シ－サイドセ
ンター／ NBC シーサイドビル」→【正】「福銀シ－サイドセンター　
／ NCB シーサイドビル」 P7「路傍の祠堂・神仏 MAP」【誤】

「山ノ鼻公園」→【正】「山ノ鼻古墳公園」、P12「表紙の写真　お
堂と石碑に出会う」【誤】「飯石（いいいし）神社」→【正】「飯石（い
いせき）神社」

表紙の写真 まちの変化を見つめる［西区周船寺］
　特集は前号の地域に隣接する周船寺、特に商店街付近の移り変わりを
取り上げました。前号の飯氏をはじめとする山側の地域が北に長く延び
た峰によって東西を隔ててきたのとは対照的に、この場所はその峰の北
側にあって、福岡と糸島を結んでいました。表紙の写真は周船寺駅そば
の「ＪＡ福岡市周船寺倉庫」です。もとは周船寺・元岡・怡土村の共同
農業倉庫でした（昭和 8 年頃の建設という）。近年、人気の住宅地として姿
を変えつつある周船寺を、静かに見つめるまちの先輩です。


