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直
近
の
日
経
Ｂ
Ｐ
社
の
す
み

良
い
街
２
０
２
３
に
て
太
宰
府

市
が
九
州
沖
縄
で
１
位
、
西
日

本
で
２
位
、
全
国
で
11
位
と
過

去
最
高
を
記
録
し
ま
し
た
。

令
和
の
影
響
を
受
け
た
２
０

２
０
で
も
九
州
沖
縄
で
４
位
、

全
国
で
20
位
だ
っ
た
だ
け
に
、

本
市
の
取
組
が
花
開
い
て
き
た

手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
大
伴
旅
人
な
ど

古
の
大
宰
府
と
子
ど
も
の
居
場

所
な
ど
今
の
太
宰
府
の
魅
力
を

融
合
さ
せ
た
「
令
和
の
都
だ
ざ

い
ふ
」
の
取
組
を
進
め
ま
す
。

８
月
９
月
と
２
か
月
連
続
で

宝
満
山
に
登
る
機
会
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
一
度
目
は
山
の
日
に

市
民
の
皆
さ
ん
と
二
度
目
は
筑

紫
野
平
井
市
長
と
で
し
た
。

太
宰
府
筑
紫
野
に
ま
た
が
り

そ
び
え
立
つ
宝
満
山
が
国
史
跡

指
定
10
年
を
迎
え
た
こ
と
を
記

念
し
、
両
市
の
友
好
の
証
と
し

て
両
市
長
で
登
り
ま
し
た
。

恐
ら
く
初
め
て
の
試
み
で
あ

り
、
こ
れ
を
機
に
両
市
の
連
携

を
更
に
緊
密
化
し
よ
う
と
呼
び

か
け
ま
し
た
。
全
国
に
と
ど
ろ

く
両
市
に
し
て
行
き
ま
す
。

※掲載記事は編集作業の都合上９月14日時点までの情報に基づきます。配布時とのずれなどございましたらご了承ください。

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

編集/太宰府市総務部経営企画課：〒818-0198　  太宰府市観世音寺一丁目1番1号
　　　　 ☎092(921)2121　　FAX(921)1601　　　　　keiei-kikaku@city.dazaifu.lg.jp

太宰府市公式SNSの
フォローお願いします！

38広報だざいふ 2023.10 （令和 5 年）

太
宰
府
の
文
化
財
461

本
市
の
北
東
部
に
あ
る
宝
満
山
(
標
高

８
２
９
ｍ
)
の
山
中
に
露
頭
し
て
い
る
石

の
崖
に
、
磨
崖
仏
と
呼
ば
れ
る
仏
を
示
す

種
子
(
神
仏
を
示
す
梵
字
)
が
数
カ
所
彫
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
１
つ
は
現
在
、

中
宮
跡
と
呼
ば
れ
、
絵
図
に
は
大
講
堂
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
(
標
高
８
０
０
ｍ

付
近
)
の
北
側
に
鎮
座
す
る
巨
岩
に
彫
ら

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
書
物
『
筑
前
国

続
風
土
記
附
録
』「
竈
門
山
神
社
図
」
に
よ

れ
ば
こ
の
巨
岩
の
前
に
は
役
行
者
堂
と
護

摩
壇
な
ど
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
巨

岩
は
高
さ
５
ｍ
に
及
ぶ
も
の
で
、
中
宮
跡

の
背
面
側
の
上
部
に
２
つ
の
種
子
が
左
右

に
並
ん
で
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
径
０
.
８
ｍ

の
巨
大
な
輪
(
月
輪
)
が
左
右
に
あ
り
、
そ

の
中
に
、
向
か
っ
て
右
手
に
は
ア
ー
ン
ク

(ā mh

)　
　
　
、
左
手
に 

バ
ー
ン
ク(vā mh

)

　
　
　
　
の
種
子
を
薬
研
彫
り
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
荘
厳
体
と
も
五
点
具
足
と

も
い
わ
れ
る
特
別
な
種
子
で
、元
の
種
子
は

胎
蔵
界
大
日
如
来
を
示
す
　
　
　
ア
(a

)

と
金
剛
界
大
日
如
来
を
示
す
　
　
　
　
バ

ン
(va m

)
で
す
。
こ
の
種
子
の
中
央
下
に
以

下
の
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

工
彫
藤
原
廣
□
」　
文
保
二
戊
午
九
月

上
旬
」　
法
眼
幸
榮
十
六
度
」

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
磨
崖
仏
は
藤
原
廣

□(※

□
は
文
字
不
明
)
と
い
う
石
工
に

よ
っ
て
彫
ら
れ
た
も
の
で
、
彫
ら
れ
た
年

は
、
文
保
２
年
(
１
３
１
８
)
九
月
上
旬
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
依
頼
者
は
、
法
眼
幸
榮
と

い
う
修
験
者
(
山
伏
)
で
、
お
そ
ら
く
は
彼

の
入
峰
16
回
目
の
記
念
と
し
て
彫
ら
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
彫
ら
れ
た
種
子
か
ら
こ
の
磨
崖

梵
字
仏
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
２
つ
の
種
子
は
大
日
如
来
と
い
う

密
教
教
主
の
慈
悲
を
表
す
胎
蔵
界
と
智
慧

を
表
す
金
剛
界
と
い
う
２
つ
の
曼
荼
羅

(
仏
の
世
界
)
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
２

つ
の
世
界
を
併
せ
て
両
部
、
両
界
、
金
胎
と

言
い
、
２
つ
の
世
界
が
一
体
と
い
う
意
味

で
金
胎
不
二
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

胎
蔵
界
の
根
本
仏
教
経
典
は
『
大
日
経
(
大

毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
)
』
で
、
金
剛

界
の
根
本
経
典
は
『
金
剛
頂
経
』
で
す
。
こ

れ
ら
両
部
を
重
要
視
す
る
の
は
真
言
密
教

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
部
の
種
子
を
並
べ

る
磨
崖
仏
は
全
国
的
に
見
て
も
少
数
で
貴

重
で
す
。
最
澄
、
円
仁
以
来
、
天
台
宗
と
縁

が
深
い
宝
満
山
で
す
が
、
こ
の
磨
崖
梵
字

仏
を
み
る
と
真
言
密
教
と
の
関
わ
り
も
感

じ
ら
れ
、
宝
満
山
の
初
期
修
験
道
の
成
り

立
ち
に
関
係
す
る
重
要
な
文
化
遺
産
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
他
に
も
14
世
紀

前
半
に
は
両
部
神
道
、
真
言
神
道
と
呼
ば

れ
る
神
仏
習
合
思
想
に
基
づ
い
た
真
言
宗

系
の
仏
教
神
道
も
誕
生
し
て
い
る
た
め
、

修
験
道
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
両
部
(
金
胎
)

種
子
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か

な
ど
不
明
な
点
も
多
く
、
今
後
も
研
究
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
思
わ
れ
ま

す
。宝

満
山
磨
崖
仏
の
他
の
事
例
は
明
治
の

廃
仏
毀
釈
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
例
が
多

く
、
完
全
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か

で
す
。
残
さ
れ
た
貴
重
な
文
化
遺
産
の
研

究
を
進
め
、
文
化
遺
産
を
次
世
代
に
確
実

に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

文
化
財
課
　
　
髙
橋
　
学

注
)法
眼
と
は
法
眼
和
尚
位
の
略
称
で
、
僧
位
の
第

２
階
で
す
。僧
階
で
の
僧
都
に
あ
た
り
ま
す
。

宝満山磨崖仏第1号磨崖梵字仏

宝
満
山
磨
崖
仏 

―

第
１
号
磨
崖
梵
字
仏―

　
鎌
倉
時
代
後
期

 

宝満山第一号磨崖梵字仏拓影

（小西信二氏提供、

『太宰府市史　建築美術工芸資料編』掲載）
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※

注）

ほ
う

　
ま
ん
　
ざ

ん
　
ま
　 

が
い
　
ぶ
つ

し
ゅ
　
じ

ぼ
ん 

じ

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

ご

ち
ゅ
う
ぐ
う

ご
　 

て
ん
　
ぐ
　 

そ
く

し
ょ
う
ご
ん
た
い

こ
ん
ご
う
ち
ょ
う
き
ょ
う

さ
い
ち
ょ
う

え
ん 

に
ん

た
か 

は
し

そ
う 

ず

ま
な
ぶ

し
ん 

ご
ん 

み
っ
き
ょ
う

ぶ
ん 

ぽ
う

じ
　
　
ひ

ち
　 

え

ま
ん
　 

だ
　
　
ら

り
ょ
う 

ぶ

こ
ん 

た
い 

　
ふ
　
　
に

　
び
　
　
る
　
　
し
ゃ
　
な
　
じ
ょ
う
ぶ
つ
　
し
ん
　
ぺ
ん
　 

か
　 

じ
　
き
ょ
う

だ
い
に
ち
き
ょ
う

だ
い

り
ょ
う
か
い

こ
ん 

た
い

に
ゅ
う
　
ぶ

ほ
う
げ
ん 

こ
う
え
い

た
い
ぞ
う
か
い

こ
ん 

ご
う 

か
い

や
　 

げ
ん

が
ち
　
り
ん

　
ま
　
　
だ
ん

 
 


