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令
和
６
年
の
広
報
だ
ざ
い

ふ
も
は
や
12
月
号
と
な
り
今
年

最
後
の
号
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
今
年
の
10
大
ニ
ュ
ー
ス
を

時
系
列
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

今
年
の
始
ま
り
は
や
は
り

念
願
の
中
学
校
完
全
給
食
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
。
一
緒
に
食
べ

た
中
学
生
た
ち
の
笑
顔
が
今
で

も
目
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
初
予
算
が
初
め
て

3
0
0
億
円
の
大
台
を
超
え
ま

し
た
。
就
任
当
初
は
2
3
0
億

円
台
で
し
た
の
で
６
年
で
約
1.3

倍
と
大
き
く
増
加
し
ま
し
た
。

昨
年
度
決
算
も
市
税
収
が

88
億
円
超
、
ふ
る
さ
と
納
税
が

18
億
円
超
と
過
去
最
高
を
記
録

し
、
計
1
0
0
億
円
を
大
き
く

超
え
る
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

こ
ち
ら
も
就
任
当
初
82
億

円
余
で
し
た
の
で
約
25
億
円

増
加
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
成
果
は
人
口
の
自
然

増
社
会
増
に
繋
が
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
、
本
市
は
本

年
自
立
持
続
可
能
性
全
国
22
位
、

魅
力
度
37
位
な
ど
最
上
位
ク
ラ

ス
に
輝
き
ま
し
た
。
来
年
も

良
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
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九
州
を
統
括
し
た
行
政
府
と
し
て
の

大
宰
府
政
庁
跡
は
、
発
掘
調
査
に
よ
る
と

11
世
紀
中
ご
ろ
以
降
に
は
荒
廃
し
て
終

焉
を
迎
え
、
そ
の
後
、
遺
跡
の
集
中
す
る

箇
所
は
観
世
音
寺
周
辺
か
ら
現
在
の
西

鉄
五
条
駅
~
太
宰
府
天
満
宮
周
辺
に
移

り
ま
す
。
な
か
で
も
、
太
宰
府
市
役
所
の

あ
る
観
世
音
寺
東
側
の
字
「
御
所
ノ
内
」

~「
露
切
」に
か
け
て
の
一
帯
は
、
瓦
や
石

で
舗
装
し
た
道
路
や
そ
れ
に
並
行
す
る

築
地
塀
、
整
地
を
伴
っ
た
礎
石
建
物
、
石

敷
き
の
基
礎
を
持
つ
倉
の
跡
が
存
在
し
、

周
辺
の
地
域
と
は
明
確
に
異
な
る
優
位

性
を
持
っ
た
エ
リ
ア
で
し
た
(
図
１
)。
特

に
「
御
所
ノ
内
」地
区
は
、
銭
を
１
０
０
枚

単
位
で
複
数
束
ね
た
「
さ
し
銭
」
を
埋
め

た
埋
納
銭
、
中
国
産
の
磁
州
窯
系
鉄
絵
壷

や
ベ
ト
ナ
ム
産
の
青
華
大
皿
な
ど
の
当

時
の
国
内
で
は
ぜ
い
た
く
な
品
が
多
数

出
土
し
て
い
ま
す
。

　
「
御
所
」
の
名
称
は
地
域
を
統
括
し
た

人
の
住
む
場
所
の
尊
称
と
思
わ
れ
、
そ
の

主
は
、
鎌
倉
時
代
に
幕
府
が
筑
前
に
守
護

職
と
し
て
派
遣
し
た
武
藤
少
弐
氏
や
、
南

北
朝
時
代
に
肥
後
の
菊
池
一
族
と
と
も

に
大
宰
府
で
「
征
西
府
」
と
呼
ば
れ
る
政

務
機
関
を
樹
立
し
た
懐
良
(
か
ね
な
が
／

か
ね
よ
し
)
親
王
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
立

派
な
建
物
群
や
ぜ
い
た
く
な
調
度
品
は

鎌
倉
時
代
~
室
町
時
代
前
半
期
の
武
藤

少
弐
氏
の
全
盛
期
の
も
の
で
、
御
所
ノ
内

の
周
辺
の
地
名
に
は
「
朝
日
」
や
「
山
ノ

井
」「
横
岳
」
と
い
っ
た
武
藤
少
弐
氏
傍
系

(
分
家
)
の
家
名
が
あ
る
こ
と
や
(
図
２
)
、

菩
提
寺
で
あ
る
横
嶽
山
崇
福
寺
の
寺
域

が
御
所
ノ
内
の
北
奥
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
場
所
に
武
藤
少
弐
氏
の
本
宗
家
の

館
と
守
護
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
御
所
ノ
内
に
あ
た
る
大
宰

府
条
坊
跡
第
52
次
調
査
の
出
土
品
の
整

理
作
業
で
、
興
味
深
い
遺
物
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
幅
５
cm
ほ
ど
の
滑
石
に
「
目
結

紋
」
と
呼
ば
れ
る
文
様
が
刻
ま
れ
て
い
ま

し
た
(
図
３
)。
鎌
倉
時
代
の
『
蒙
古
襲
来

絵
詞
』
に
は
武
藤
少
弐
氏
の
旗
印
に
目
結

紋
が
描
か
れ
て
お
り
、
出
土
遺
物
か
ら
御

所
ノ
内
と
武
藤
少
弐
氏
の
関
係
が
読
み

取
れ
ま
す
。

　
こ
の
地
域
で
の
発
掘
調
査
は
非
常
に

部
分
的
な
の
で
、
征
西
府
の
あ
っ
た
14
世

紀
後
半
ご
ろ
な
ど
を
含
む
遺
跡
の
全
容

は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
代
の
行
政

府
と
し
て
の
大
宰
府
が

な
く
な
っ
た
後
、
中
世
太

宰
府
の
中
枢
と
な
る
施

設
が
あ
っ
た
と
い
え
る

場
所
で
す
。
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太宰府市公式SNSの
フォローお願いします！

武
藤
少
弐
氏
と
御
所
ノ
内

む
　
と
う

し
ょ
う 
に

ご
　
し
ょ

う

ち

▲図1 瓦敷きの道と築地跡

▲図2 「御所ノ内」周辺図

▲図3 「目結紋」のある滑石

崇福寺跡

太宰府市役所

観世音時

「横
岳
口
」

「朝
日
」

「御
所
ノ
内
」

「今
道
」

「露
切
」

「堂
廻
」

「山
ノ
井
」

し
ゅ
う

え
ん

じ 

し
ゅ
う 

よ
う

し
ゅ
　
ご

き
く
　
ち

せ
い
　
せ
い
　 

ふ

よ
こ
　
だ
け

お
う 

が
く

そ
う
　
ふ
く
　
じ

な
ん

か
っ
　
せ
き

め
　 

ゆ
い

も
う
　
こ
　
し
ゅ
う
ら
い

え 

こ
と
ば

も
ん

し
ょ
く

ぼ
く
ち
ょ
う

せ
い
　
か

つ
ゆ
き
り

つ
い
　
じ
　
べ
い

や
ま 

む
ら

の
ぶ 

ひ
で


