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次
に
、散
策
中
に
見
つ
け
た
意
外

と
知
ら
れ
て
い
な
い
穴
場
ス
ポ
ッ

ト
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。櫛
田

神
社
の
山
門
に
立
っ
て
頭
上
を

見
上
げ
る
と「
干
支
恵
方
盤

（
え
と
え
ほ
う
ば
ん
）」が
見
え

ま
す
。毎
年
大
晦
日
に
新
し
く

迎
え
る
年
の
干
支
に
矢
印
を
回

転
さ
せ
て
、そ
の
年
の
恵
方
の
方

位
を
示
す
大
変
珍
し
い「
え
と
暦
」

で
す
。美
し
い
図
柄
が
素
敵
で
し
た
。

次
い
で
東
長
寺
の「
福
岡
大
仏
」。総
ひ
の
き

づ
く
り
の
日
本
最
大
級
の
木
造
座
像
で
迫
力
満
点

で
す
が
、優
し
い
顔
立
ち
が
印
象
的
で
し
た
。承
天
寺
に

は
芸
能
人
の
参
拝
が
絶
え
な
い「
川
上
音
二
郎
之
墓
」や

美
し
い
石
庭
な
ど
が
あ
り
、静
寂
の
ひ
と
と
き
を
す
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

博
多
は
古
く
か
ら
大
陸
と
の
交
流
で
栄
え
、常
に
新

し
い
文
化
を
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。「
は
か
た
事
始

め
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、博
多
の
ま
ち
か
ら
日
本
各
所

に
伝
播
さ
れ
た
も
の
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。

今
回
は
福
岡
市
観
光
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
田
口
由

美
子
さ
ん
、池
田
節
子
さ
ん
の
御
案
内
で
、発
祥
の
地
・

寺
社
め
ぐ
り
コ
ー
ス
に
出
か
け
ま
し
た
。

ま
ず
は
博
多
の
歴
史
と
文
化
を
勉
強
す
る
た
め
、「
博

多
町
家
ふ
る
さ
と
館
」に
集
合
。館
内
で
は
博
多
の
歴
史

が
ビ
デ
オ
や
模
型
を
使
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。な

か
で
も
歴
史
の
中
で
磨
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
技
を
受
け

継
ぐ
匠
た
ち
が
、博
多
人
形
な
ど
の
制
作
を
実
演
す
る

伝
承
工
房
は
お
す
す
め
で
す
。町
家
棟
は
明
治
中
期
の

博
多
織
家
元
宅
を
移
築
・
復
元
し
た
も
の
で
、美
し
い
白

壁
に
往
時
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。屋
内
で
は
実

演
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、博
多
の
総
鎮
守
で
あ
る「
櫛
田
神
社
」を
出

発
し
、人
魚
伝
説
で
有
名
な「
龍
宮
寺
」、唐
か
ら
帰
国
し

た
弘
法
大
師
・
空
海
が
日
本
で
最
初
に
開
い
た
真
言
密

教
の「
東
長
寺
」、う
い
ろ
う
伝
来
の
地「
妙
楽
寺
」、博
多

山
笠
や
う
ど
ん
・
年
越
し
そ
ば
な
ど
の
発
祥
の
地
と
さ

れ
る「
承
天
寺
」を
経
て
、ゴ
ー
ル
の
九
州
鉄
道
発
祥
の

地（
出
来
町
公
園
）に
到
着
で
す
。

万
歩
計
を
見
る
と
五
〇
〇
〇
歩
を
示
し
て
お
り
、歴

史
を
学
び
な
が
ら
身
体
も
き
た
え
ら
れ
る
一
時
間
の
散

策
を
満
喫
し
ま
し
た
。

福博歴史探訪

は
か
た
事
始
め

博多から全国へ。発祥の地・寺社巡り

ボランティアガイドの
池田節子さんと田口由美子さん
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※青龍寺（中国・西安）は弘法大師・空海が修業した真言宗の古刹。
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地下鉄「祇園」駅

櫛田神社・博多町家ふるさと館前
1 博多駅交通センター

西鉄バス「祇園町」「博多駅前」
JRバス「祇園町」「博多」

■アクセス

■コース散策：約1時間

〈福岡シティループバスぐりーん〉


