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太

宰

府

の

文

化

財

　 403史
跡
宝ほ

う

ま

ん

ざ

ん

満
山
　
殺

せ
っ
し
ょ
う生

禁
断
の
碑

す
。
「
生
物
の
命
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
こ
の
碑
で
す
が
、
碑
が

立
っ
て
い
る
場
所
か
ら
上
の
領
域
で
は
殺

生
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
目
に
見
え
る
形

で
示
し
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
「
殺
生

禁
断
の
結
界
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
江
戸
時
代
に
こ
の
山
で
信
仰

さ
れ
た
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え

　

本
市
北
東
に
あ
る
筑
紫
野
市
と
の
市
境

に
は
、
古
来
霊
山
と
し
て
信
仰
の
対
象
と

な
っ
た
宝
満
山
（
標
高
８
２
９
ｍ
）
が
位

置
し
て
い
ま
す
。
福
岡
市
近
郊
の
手
頃
に

登
れ
る
山
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
登
山
者

の
数
は
九
州
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
、
年

間
7
万
人
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
宝
満
山
は
、
平
成
25
年
10
月
17
日
に

国
の
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

富
士
山
、

鳥
ち
ょ
う

海か
い

山さ
ん

に
続
く
全
国
で
も
例

が
少
な
い
霊
山
と
し
て
の
指
定
で
し
た
。

そ
ん
な
宝
満
山
の
山
中
に
は
、
古
く
か
ら

現
在
ま
で
続
く
信
仰
の
痕
跡
が
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
１
つ
に
、
今
回
取
り

上
げ
る
「
殺
生
禁
断
」
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
花
こ
う
岩
製
で
、
太
宰
府
側

か
ら
山
頂
に
至
る
登
拝
道
の
道
際
に
立
っ

て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
山
の
五
合
目
に
位
置

し
ま
す
。
一
の
鳥
居
か
ら
登
っ
て
い
く
と

休
や
す
み

堂ど
う

の
先
に
あ
り
、
碑
の
周
辺
は
眺
め

が
良
く
、
太
宰
府
方
面
を
見
る
と
眼
下
に

四
王
寺
山
か
ら
博
多
湾
ま
で
一
望
で
き
ま

ら
れ
て
お
り
、
『
山
林
式し
き
も
く目
』
と
い
う
文

献
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
宝
満
山
は
山や
ま

伏ぶ
し

に
よ
り
厳
格
に
管
理
さ
れ
、
樹
木
伐
採

や
狩
猟
に
つ
い
て
の
細
か
な
ル
ー
ル
が
定

め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
山
頂
付
近
の

豊
か
な
ブ
ナ
の
自
然
林
が
残
さ
れ
て
い
る

の
も
、
山
伏
に
よ
り
守
ら
れ
て
き
た
遺
産

の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
現
在

で
も
登
山
者
が
こ
の
碑
を
見
る
た
び
に
、

碑
か
ら
山
頂
に
向
か
う
領
域
が
霊

山
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

一
木
一
草
に
至
っ
て
も
魂
が
宿
っ

て
い
る
た
め
、
む
や
み
に
命
を
奪

う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
で

き
ま
す
。

　

平
成
30
～
31
年
度
に
か
け
て
本

市
で
は
、
筑
紫
野
市
と
共
同
で
史

跡
宝
満
山
の
管
理
や
保
存
活
用
の

ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
な
る
保
存
活
用

計
画
を
作
成
し
て
い
き
ま
す
。
山

伏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
人
が

守
っ
て
き
た
宝
満
山
を
、
両
市
で

史
跡
と
し
て
未
来
に
向
け
て
保

存
・
活
用
で
き
る
よ
う
に
計
画
を

策
定
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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殺生禁断の碑

山頂付近のブナの自然林


