
特 集

わたしたちの宝満山

筑
紫
野
市
長
　平
井
一
三

太
宰
府
市
長
　楠
田
大
蔵

平
井
市
長
（
以
下
「
平
」）・
私
は
妻
と
結
婚

前
に
登
っ
て
以
来
、
約
40
年
ぶ
り
の
登
山
で

し
た
が
、
さ
す
が
修
験
の
山
、
き
つ
か
っ
た

で
す
ね
。

楠
田
市
長
（
以
下
「
楠
」）・
二
日
市
小
学
校

の
遠
足
で
登
っ
て
き
つ
か
っ
た
思
い
出
が
あ

り
ま
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
も
き
つ
か
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
、
山
頂
を
め
ざ
す
ヒ
キ
ガ
エ
ル

の
す
ご
さ
を
感
じ
ま
す
。

平
・
本
当
で
す
ね
。
実
際
に
登
る
と
、
宝
満

山
が
長
い
時
間
を
か
け
て
い
ろ
ん
な
人
の
手

で
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

楠
・
両
市
で
協
力
し
て
策
定
し
た
「
史
跡
宝

満
山
保
存
活
用
計
画
」
に
基
づ
き
、
こ
の
山

の
貴
重
な
歴
史
や
文
化
を
多
く
の
人
と
共
有

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

平
・
宝
満
山
の
登
山
道
は
九
州
自
然
歩
道
の

一
部
に
も
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
道
」
と

し
て
も
魅
力
と
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
海
外
で
も
ロ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
は
根
強
い

人
気
で
す
し
。

楠
・
観
光
や
駅
周
辺
の
活
性
化
に
も
つ
な
が

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

平
・
今
回
の
企
画
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
た
め

て
宝
満
山
に
つ
い
て
学
び
、
両
市
の
取
り
組

み
を
振
り
返
り
、
そ
の
上
で
楠
田
市
長
と
一

緒
に
登
る
こ
と
で
「
わ
た
し
た
ち
の
宝
満
山
」

と
い
う
想
い
を
強
く
し
ま
し
た
。

楠
・
両
市
の
市
長
が
一
緒
に
山
頂
に
立
つ
な

ん
て
初
め
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
こ

う
し
て
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
連
携
が
実
現
可

能
な
気
が
し
ま
す
。
相
乗
効
果
で
全
国
に
と

ど
ろ
く
両
市
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

市
長
山
頂
対
談

合同企画

筑紫野市

太宰府市

中宮跡

百段ガンギ

　子
ど
も
の
頃
、父
と
山
芋
掘
り
を
し
て

い
る
と
、土
器
の
破
片
ら
し
き
も
の
が
出

て
き
ま
し
た
。学
校
の
先
生
に
尋
ね
た
と

こ
ろ
、古
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
こ

と
。そ
ん
な
昔
か
ら
こ
の
地
域
に
は
人
が

住
ん
で
い
た
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。

　先
生
か
ら
は
、宝
満
山
が
地
域
の
豊
か

な
自
然
の
源
で
あ
り
、ま
た
、古
く
か
ら
霊

山
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
わ
り

ま
し
た
。宝
満
山
か
ら
流
れ
出
る
き
れ
い

な
水
は
、田
ん
ぼ
の
美
味
し
い
お
米
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。自
分
だ
け
で
な
く
子

ど
も
の
代
ま
で
も
、宝
満
山
の
恵
み
あ
ふ

れ
る
こ
の
地
域
で
生
活
し
て
い
き
た
い

と
、幼
心
に
思
っ
た
も
の
で
す
。

　ご
先
祖
様
の
時
代
か
ら
、御
笠
地
域
に

住
む
人
た
ち
は
同
じ
思
い
で
山
を
見
上
げ

て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。だ
か

ら
こ
そ
、宝
満
山
に
関
わ
る
地
域
の
お
祭

り
な
ど
が
今
に
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、と
感
じ
ま
す
。

　御
笠
地
域
で
は
、講
演
会
や
登
山
ル
ー
ト

整
備
、案
内
看
板
の
設
置
、散
策
マ
ッ
プ
づ

く
り
、小
学
生
の
遠
足
の
引
率
や
神
社
の
お

祭
り
な
ど
、太
宰
府
市
の
皆
さ
ん
と
も
連
携

し
な
が
ら
宝
満
山
を
守
り
育
て
る
活
動
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　国
史
跡
指
定
10
年
と
い
う
節
目
を
契
機

と
し
て
、市
の
枠
組
み
を
超
え
て
地
域
の

連
携
を
強
め
、よ
り
多
く
の
人
が
宝
満
山

に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
を
つ
く
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　ぜ
ひ
、一
度
宝
満
山
に
登
っ
て
、そ
の
偉

大
さ
を
体
感
し
て
も
ら
え
れ
ば
、最
高
の

喜
び
で
す
ね
。

宝
満
山
の
恵
み
あ
る
地
域
で

専門は宗教史、民俗学、文化財学。博士(人
間環境学)。文部科学大臣表彰地域文化功
労者。 福岡県・筑紫野市の各文化財保護
審議会の会長、太宰府市景観・市民遺産会
議議長など県内市町の委員を歴任。 

宝満山研究の第一人者
もり　  ひろ    こ

森 弘子さん

　筑紫野市と太宰府
市にまたがる宝満山。
　福岡県で最も登山
者が多い人気の山で
あり、古代から信仰の
山として人々の心の
拠りどころとなって
きました。
　今回の特集では、２
市が共同で、国史跡指
定から10年を迎える
宝満山について紹介
します。

 問 秘書広報課

筑紫野市農業委員、社会教育委員。 御笠
まちづくり協議会会長、筑紫野市コミュ
ニティ連絡会会長として、地域コミュニ
ティによるまちづくりに取り組む。

宝満山の麓
御笠地域の代表
や　ひろ 　ゆう　じ

八尋 雄二さん

イ ン タ ビ ュ ー 宝満山と私

資
料
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
研
究
者
か

ら
見
た
魅
力
の
一
つ
で
す
ね
。

　筑
紫
野
で
生
ま
れ
、太
宰
府
天
満
宮
文

化
研
究
所
に
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
私
の

最
初
の
仕
事
は
、宝
満
山
の
歴
史
を
解
明

す
べ
く
資
料
集
め
を
す
る
こ
と
で
し
た
。

　結
婚
や
出
産
を
機
に
研
究
を
辞
め
よ
う

と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、太

宰
府
天
満
宮
司
の
西
高
辻
信
貞
さ
ん
な
ど

多
く
の
方
か
ら
励
ま
さ
れ
続
け
、今
に
至

り
ま
す
。 

　宝
満
山
は
縁
結
び
の
神
様
と
も
い
わ
れ

ま
す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
ご
縁
が
つ

な
が
っ
て
、半
世
紀
余
り
も
研
究
を
続
け

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、不
思
議

な
気
持
ち
が
し
ま
す
ね
。

さ
ま
ざ
ま
な
縁
に
支
え
ら
れ

　確
実
な
文
献
史
料
に
よ
る
と
、８
０
３

年
に
最
澄（
さ
い
ち
ょ
う
）が
入
唐
の
渡
海

祈
願
の
た
め
竈
門
山
寺
で
薬
師
仏
を
彫
っ

た
こ
と
が
竈
門
山
の
初
見
と
な
り
ま
す
。

竈
門
山
と
は
宝
満
山
の
古
い
呼
び
方
の
一

つ
で
す
。

　ま
た
、考
古
資
料
と
し
て
は
、山
頂
や
竈

門
岩
な
ど
か
ら
古
代
の
祭
祀
土
器
な
ど
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。土
器
に
は
中
華
思

想
に
お
い
て
西
側
の
外
国
を
示
す「
蕃（
ば

ん
）」の
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、国
家
的

な
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

　地
方
の
山
と
し
て
珍
し
い
こ
と
で
す
が
、

古
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
一
級
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で
き
る
一
級

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和5年10月号5



　
伝
承
に
よ
る
と
、宝
満
山
で
の
祭
祀
の

始
ま
り
は
６
６
４
年
の
こ
と
。山
頂
に
八

百
万
神
を
祭
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
後
も
役
小
角
や
最
澄
、高
橋
紹
運
や
豊

臣
秀
吉
な
ど
、歴
史
に
名
高
い
人
物
た
ち

と
の
関
わ
り
の
中
で
、宝
満
山
は
数
多
く

の
文
献
史
料
に
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
山
中
に
は
神
社
と
寺
院
と
が
共
存
し
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
修
験
道
の

隆
盛
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。古
代

か
ら
近
世
に
か
け
て
の
信
仰
に
関
す
る

遺
構
が
良
好
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、わ
が

国
を
代
表
す
る
山
岳
信
仰
の
遺
跡
で
す
。

宝
満
山
１
３
５
０
年
の

歴
史

宝
満
山
、

国
史
跡
指
定
か
ら
10
年

　
筑
紫
野
市
で
は
太
宰
府
市
と
共
に
宝

満
山
の
国
史
跡
指
定
に
向
け
て
取
り
組

み
、平
成
25
年
10
月
17
日
付
で
国
史
跡

と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
史
跡
と
は
、貝
塚
、集
落
跡
、城
跡
、古

墳
な
ど
の
遺
跡
の
う
ち
歴
史
・
学
術
上

価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
、国
や
自
治

体
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
令
和
２
年
３
月
に
は
、筑
紫
野
市・太

宰
府
市
共
同
で「
史
跡
宝
満
山
保
存
活

用
計
画
」を
策
定
。積
み
重
ね
て
き
た

人
々
の
想
い
と
共
に
、悠
久
の
時
を
経

た
宝
満
山
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い

け
る
よ
う
、史
跡
の
保
存
と
活
用
の
取

り
組
み
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
筑
紫
野
市
の
ど
こ
か
ら
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
、豊
か
な
自
然
と
歴
史
を
感

じ
ら
れ
る
美
し
い
宝
満
山
。国
史
跡
指

定
10
年
を
記
念
し
、筑
紫
野
市・太
宰
府

市
や
地
域
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
登
山
で
、あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
で
、そ
の
魅
力
に
触
れ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

│ 

こ
れ
か
ら
も
守
り
、
伝
え
た
い 

│

宝
満
山
、

　国
史
跡
指
定
か
ら
10
年

市
内
本
道
寺
か
ら
見
た
宝
満
山（
右
）。

見
る
角
度
や
季
節
に
よ
っ
て
、そ
の
姿

は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

▲明和4(1767)年の山伏の峯入りの様子を描いた
『紙本著色宝満山入峯絵巻』（市指定有形文化財）
の一場面

太宰府市
文化ふれあい館

まるごと太宰府歴史展2023
「宝満山史跡指定10周年記念」特設コーナー

宝満山関連イベント 宝満山史跡指定10年を記念して、さまざまなイベントが開催されます。

イベント内容 場　　所日　　時 申し込み・問い合わせ など

講師／森 弘子さん
（福岡県文化財保護審議会会長）

講師／西高辻 信宏さん(太宰府天満宮宮司)　

筑紫野市
生涯学習センター
３階視聴覚室

筑紫野市
御笠コミュニティ
センター

太宰府市
文化ふれあい館

筑紫野市
歴史博物館

太宰府天満宮
宝物殿

筑紫野市講演会「祈りの山 宝満山」

御笠まちづくり協議会  特別講演会
「宝満山、竈門神社、大宰府の歴史」

講師／森 弘子さん（福岡県文化財保護審議会会長）
山村 信榮、髙橋 学（太宰府市文化財課職員）

①記念講座
  「未来へつなぐ宝満山の魅力再発見！」

宝満山史跡指定10周年記念イベント

②３D体験
　「みてみよう、さわってみよう、
　太宰府市の文化財」

ロビー展
「宝満山から英彦山へ
 ～山伏が歩いた修行の道～」

企画展「Full of Treasure Mountain」
宝満つる山、祈り満つる山

10月14日㈯ 
13時30分～
15時30分

10月15日㈰ 
14時～ 16時

10月29日㈰
①10時～正午
②13時30分～
16時

～ 10月29日㈰ 
９時～16時30分

～11月３日（金・祝）

～ 12月３日㈰ 
９時～16時30分
（入館は16時まで）

電話・窓口 10月４日㈬９時～
 定 先着100人
 問 筑紫野市歴史博物館
 ☎ （922）1911

 定 当日先着120人
 問 御笠まちづくり協議会
 ☎ （408）6026

●申込方法
 　 ①不要
 　 ②往復ハガキ・ホームページ
　   ９月下旬～10月17日㈫
 定 ①当日先着100人
　  ②先着20人（3Dプリンター
　  出力品色塗り体験のみ）
 問 太宰府市文化ふれあい館
 ☎ （928）0800

 問 太宰府市文化ふれあい館
 ☎ （928）0800

 問 筑紫野市歴史博物館
 ☎ （922）1911

観覧料あり
10月９日を除く月曜休館
 問 太宰府天満宮
 ☎ （922）8225
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