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｢
烽
火
﹂
と
書
い
て
何
と
読
む
か

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
正
解
は
﹁
の

ろ
し
﹂
と
読
み
ま
す
。

烽
火
と
は
、
煙
や
火
を
使
っ
て
、

遠
く
に
い
ち
早
く
情
報
や
合
図
を
伝

え
る
方
法
の
こ
と
で
す
︵
図
１
︶
。

﹁
の
ろ
し
﹂
の
漢
字
に
は
、
﹁
烽
火
﹂
、

﹁
烽
煙
﹂
、﹁
烽
間
﹂
な
ど
の
字
が
使
わ

れ
ま
す
が
、
後
に
﹁
狼
煙
﹂
と
も
表

現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
狼
の
糞
を
混
ぜ
て
焼
く
と
煙
が

直
上
す
る
こ
と
か
ら
、﹁
狼
煙
﹂
と
い

う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
犬
よ
り
も
狼
の
方
が
肉
食
で
あ

る
た
め
、
そ
の
糞
に
は
動
物
性
タ
ン

パ
ク
質
の
残ざ

ん

滓し

が
よ
り
多
く
含
ま
れ

て
お
り
、
よ
く
煙
が
上
が
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

基
肄
城
が
造
ら
れ
た
頃
か
ら
、
日

本
で
は
本
格
的
に
烽
火
が
使
わ
れ
始

め
た
よ
う
で
す
。
基
肄
城
築
造
の
こ

と
も
記
さ
れ
て
い
る
﹃
日
本
書
紀
﹄

に
は
、﹁
対
馬
、
壱
岐
、
筑
紫
国
等
に

防さ
き
も
り

と
烽

す
す
み

と
を
置
く
。
﹂
と
い
う
文
が

あ
り
ま
す
。
﹁
烽
﹂
と
は
、
烽
火
の
こ

と
を
指
し
て
お
り
、
国
家
を
あ
げ
て
、

烽
火
を
使
っ
た
通
信
制
度
を
確
立
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
そ
の
後
、
８
世
紀
に
は
、
対

馬
か
ら
近
畿
地
方
に
あ
る
藤
原
京
・

平
城
京
ま
で
の
通
信
手
段
と
し
て
烽

火
が
採
用
さ
れ
ま
す
が
、
10
世
紀
以

降
に
な
る
と
衰
退
し
て
い
っ
た
よ
う

で
す
。

で
は
、
基
肄
城
で
は
、
ど
こ
で
烽

火
を
上
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
段

階
で
は
、
そ
の
場
所
を
正
確
に
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
城
内
に
お
い
て
烽
火
を
上
げ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
場

所
が
数
か
所
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

東
峰
の
頂
上
付
近
に
あ
る
﹁
つ
つ
み

跡
﹂
や
、
そ
の
少
し
下
方
に
あ
る
﹁
鐘

撞
跡
﹂
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
点

は
、
周
辺
の
地
形
に
比
べ
高
台
状
に

な
っ
て
お
り
、
現
在
は
木
で
よ
く
見

え
ま
せ
ん
が
、
木
が
無
け
れ
ば
、
広

く
見
晴
ら
し
が
き
く
所
に
位
置
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
推
定
の
根
拠
は

高
台
で
見
晴
ら
し
が
き
く
と
い
う
点

な
ど
で
、
こ
れ
ま
で
に
烽
火
に
関
係

す
る
よ
う
な
遺
物
や
遺
構
な
ど
は
確

認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

さ
て
、
烽
火
の
伝
達
は
ど
の
く
ら

い
の
速
さ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
平
成

23
年
に
開
催
さ
れ
た
、
第
２
回
古
代

山
城
サ
ミ
ッ
ト
山
鹿
・
菊
池
大
会
で

烽
火
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
か
ら
、
あ
る
程
度
の
速
度
を

推
し
量
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

と
き
に
行
わ
れ
た
烽
火
リ
レ
ー
は
、

大
宰
府
政
庁
跡
か
ら
鞠
智
城
跡
ま
で

の
14
か
所
を
リ
レ
ー
方
式
で
、
烽
火

を
上
げ
て
つ
な
い
で
い
く
も
の
で
し

た
。
前
の
地
点
で
烽
火
が
上
が
っ
た

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
烽
火
を
上
げ
、

次
の
地
点
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。
１

番
目
が
大
宰
府
政
庁
跡
、
２
番
目
が

大
野
城
跡
、
そ
し
て
３
番
目
の
地
点

と
し
て
基
肄
城
跡
か
ら
烽
火
を
上
げ

ま
し
た
。
基
肄
城
の
場
合
、
現
在
、

城
内
は
木
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、

太
宰
府
・
大
野
城
方
面
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
城
外

に
は
な
り
ま
す
が
、
現
在
草
ス
キ
ー

場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
小
高
い

丘
か
ら
、
大
宰
府
政
庁
跡
や
大
野
城

跡
で
上
げ
ら
れ
た
烽
火
を
確
認
し
ま

し
た
︵
写
真
１
︶
。
確
認
後
、
基き

山ざ
ん

公

園
の
駐
車
場
か
ら
烽
火
を
上
げ
、
次

の
地
点
で
あ
る
宝
満
川
堤
防
に
つ
な

ぎ
ま
し
た
︵
写
真
２
︶
。
こ
の
よ
う
に
、

大
宰
府
政
庁
跡
か
ら
鞠
智
城
跡
ま
で

の
約
１
０
０
㎞
を
烽
火
で
つ
な
い
だ

結
果
、
約
１
時
間
か
か
り
ま
し
た
。

そ
の
速
さ
は
、
時
速
１
０
０
㎞
ほ
ど

に
も
な
り
ま
す
。

現
在
で
は
、
携
帯
電
話
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
通
信
制
度
が
整

え
ら
れ
、
遠
く
の
海
外
に
い
る
人
に

も
、
情
報
を
簡
単
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

も
の
が
無
い
時
代
に
は
、
烽
火
を
駆

使
し
て
、
少
し
で
も
早
く
情
報
を
伝

え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の

人
々
の
苦
労
と
知
恵
の
数
々
を
﹁
烽

火
﹂
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

ふ
る
さ
と
歴
史
係

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑲

︱
基
肄
城
と
烽
火
︱

図１ 烽火のイメージ図

写真２ 基
き

山
ざん

公園駐車場での烽火

写真１ 草スキー場の丘から見える烽火

(中央よりやや左側が大宰府政庁跡、

右上が大野城跡)


