
① 

色
定
法
師
　
　
　
　
　
　

② 

鎮
国
寺
　
　
　
　
　
　
　

③ 

元
寇
と
宗
像
家

第
６
章  

九
州
探
題
時
代

① 

元
弘
の
乱
と
宗
像
家

② 

足
利
尊
氏
の
九
州
落
　
　

③ 

多
々
良
浜
の
大
合
戦

④ 

菊
池
武
光
と
宗
像
家

⑤ 

大
内
、宗
像
の
親
睦

第
８
章  

小
早
川
時
代

① 

豊
臣
秀
吉
の
筑
前
入
国

② 

小
早
川
隆
景

第
７
章  

群
雄
争
覇
王
時
代

① 

鐘
崎
の
御
崎
沈
鐘
引
揚

② 

戦
国
の
世
と
宗
像
家

③ 

宗
像
の
古
城
跡

④ 

黒
川
刑
部

⑤ 

陶
晴
賢
と
宗
像
家

⑥ 

山
田
の
増
福
院

⑦ 

宗
像
氏
貞

⑧ 

許
斐
城

⑨ 

蔦
ヶ
岳
城

⑩ 

大
友
・
宗
像
大
合
戦

⑪ 

飯
盛
山
合
戦

⑫ 

氏
貞
の
最
後

む
な
　
　
か
た

し
ん
　
　
ぐ
ん

亀
山
上
皇
は
鎌
倉

時
代
の
正
元
一
年

（
皇
紀
一
九
一
九
、
西

暦
一
二
五
九
）に
後
深

草
天
皇
の
後
を
受
け
、
第

九
十
代
天
皇
に
即
か
れ
、文

永
十
一
年（
西
暦
一
二
七
四
）

二
十
六
歳
で
譲
位
、上
皇
と

な
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
期
に
元
と
そ
の
属

国
で
あ
る
高
麗
が
文
永
・
弘

安
の
両
度
に
わ
た
り
、日
本

に
攻
め
寄
せ
た
の
が
元げ

ん

寇こ
う

（
蒙も

う

古こ

襲し
ゅ
う

来ら
い

）で
す
。
上
皇
は

こ
の
国
難
に
際
し「
我
が
身

を
以
っ
て
国
難
に
代
わ
ら
ん
」

と
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
、全
国
の
神
社
・

仏
閣
に
異
国
降
伏
、
戦
勝
を
祈
願
さ
れ

ま
し
た
。

現
在
の
穏
や
か
な
福
岡
市
か
ら
は
全

く
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
十
四
万
人

の
軍
勢
、
四
千
隻
の
船
と
い
う
当
時
世

界
最
大
規
模
を
動
員
し
た
大
艦
隊
が
、

福
岡
・
佐
賀
に
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
当

大
社
の「
み
あ
れ
祭
」に
お
け
る
船
団
の

数
が
現
在
は
約
百
隻
で
す
の
で
、
そ
の

四
十
倍
の
船
数
で
こ
の
国
に
襲
来
し
た

と
想
像
下
さ
い
。
そ
し
て
現
在
の
福
岡

第
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1
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市
東
区
～
西
区
の
沿
岸
部
、志
賀
島
、佐

賀
県
の
沿
岸
部
で
、
国
家
の
存
亡
を
か

け
た
戦
闘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
九
州
沿
岸
部
は
新し

ら

羅ぎ

、

高こ
う

麗ら
い

、
刀と

伊い

な
ど
朝
鮮
半
島
や
大
陸
の

国
々
に
よ
り
、何
度
も
襲
撃
を
受
け
て
い

ま
し
た
が
、こ
こ
ま
で
大
規
模
の
国
土

侵
攻
は
有
史
以
来
初
め
て
の
経
験
で
あ

り
、資
料
は
少
な
い
の
で
す
が
、そ
の
時

九
州
の
御
家
人
や
宗
像
の
人
々
は
ど
う

奮
戦
し
た
か
に
触
れ
て
い
き
ま
す
。

宗
像
大
宮
司
家
で
は
宋
と
貿
易
を
行

い
、僧
侶
や
商
人
の
往
来
な
ど
通
交
は
盛

ん
に
行
わ
れ
、
現
在
の
福
岡
市
内
や
福

津
市
津
屋
崎
に
は
唐
人
街（
外
国
人
街
）

が
で
き
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、あ
く
ま

で
私
的
貿
易
で
あ
り
、
初
め
て
武
士
が

政
権
を
担
っ
た
鎌
倉
幕
府
の

下
で
も
、
日
宋
間
の
正
式
な

国
交
は
開
か
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

そ
の
様
な
東
ア
ジ
ア
の
国

際
情
勢
の
な
か
、
鎌
倉
時
代

の
初
め
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
チ
ン

艘
の
船
に
二
万
五
千
人
の
兵
を
乗
せ
押

し
寄
せ
ま
し
た
。
ま
ず
対
馬
次
い
で
壱

岐
を
蹂
躙
し
、
十
月
十
九
日
宗
像
の
沖

か
ら
博
多
付
近
一
帯
に
現
れ
ま
し
た
。

日
本
側
は
異
国
警
固
番
役
に
任
命
さ

れ
た
小し

ょ
う

弐に

氏
や
大
友
氏
を
中
心
に
、
博

多
の
浜
に
は
九
州
各
地
よ
り
五
千
数
百

人
の
御
家
人
や
地
頭
が
集
結
。こ
の
時
の

大
宮
司
第
四
十
八
代
の
宗
像
長な

が

氏う
じ

は
、

総
帥
で
あ
っ
た
小し

ょ
う

弐に

経つ
ね

資す
け

に
属
し
、宗
像

の
郡
民
を
率
い
て
郷
土
沿
岸
の
防
備
に

ギ
ス
＝
ハ
ン
が
現
れ
、モ
ン
ゴ
ル
の

諸
民
族
を
統
合
す
る
と
瞬
く
間
に

中
央
ア
ジ
ア
か
ら
南
ロ
シ
ア
ま
で
を

征
服
、広
大
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

東
西
に
ま
た
が
る
大
帝
国
を
建
設

し
ま
し
た
。

そ
の
孫
の
ク
ビ
ラ
イ
＝
ハ
ン
は
、

南
宋
を
支
配
下
に
治
め
る
た
め
都

を
大だ

い

都と

（
現
＝
北
京
）に
移
し
、
国

号
を
元
と
定
め
る
と
高こ

う

麗ら
い（
朝
鮮

半
島
）を
全
面
的
に
服
属
さ
せ
、日

本
に
対
し
て
も
度
々
朝
貢
を
強
要

し
て
き
ま
し
た
。

文
永
の
役

こ
の
時
日
本
は
北
条
氏
が
執
権
政
治

を
行
っ
て
お
り
、
時
の
執
権

は
第
八
代
の
北
条
時と

き

宗む
ね

で
し

た
。
当
時
外
交
は
朝
廷
が

担
っ
て
い
た
た
め
、
幕
府
は

朝
廷
と
協
議
し
訪
日
し
た

使
者
へ
の
返
答
を
拒
否
し
続

け
ま
し
た
。

す
る
と
文
永
十
一
年（
西

暦
一
二
七
四
）、
元
は
高
麗

の
軍
勢
を
あ
わ
せ
た
九
百

現在も残る「元寇防塁跡」（福岡市西区生の松原）

筥
崎
宮
に
境
内
に
あ
る
元
軍
船
の
使
用
し
た
錨
。

博
多
湾
よ
り
引
き
揚
げ
ら
れ
同
宮
に
奉
納
さ
れ
た
。

蒙古軍碇石
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い
」と
呼
ば
れ
る
主
戦
場
で
日
本
軍
が
総

力
を
あ
げ
た
文
永
の
役
に
お
け
る
一
大

決
戦
で
し
た
。

戦
い
は
元
・
高
麗
軍
優
位
の
ま
ま
夜

に
入
り
ま
す
が
、
夜
襲
を
恐
れ
た
の
か

前
線
基
地
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
占
領

地
を
離
脱
し
全
軍
が
船
中
に
引
き
揚
げ

ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
夜
、の
ち
に「
神

風
」と
呼
ば
れ
る
暴
風
雨（
台
風
）が
吹

き
荒
れ
、数
万
の
大
軍
の
ほ
と
ん
ど
が
嵐

に
さ
ら
わ
れ
、
博
多
湾
か
ら
忽
然
と
姿

を
消
し
ま
し
た
。
宗
像
の
沖
で
も
二
艘

が
座
礁
し
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
、

あ
た
り
ま
し
た
。

翌
十
九
日
、元
・
高
麗
軍
は
二
手
に
分

か
れ
、元
軍
主
力
二
万
は
筥
崎
・
博
多
方

面
、
高
麗
軍
を
中
心
と
し
た
残
り
五
千

は
西
方
の
祖そ

原は
ら（
福
岡
市
早
良
区
祖
原

公
園
）や
百も

も

道ち

原は
ら（
上
陸
地
は
諸
説
あ
り
）

に
上
陸
し
ま
し
た
。

午
前
十
時
頃
よ
り
戦
闘
に
入
り
各
地

で
激
戦
と
な
り
、
筥
崎
宮
も
兵
火
に
か

か
り
灰
燼
に
帰
し
、
博
多
の
町
家
も
ほ

と
ん
ど
焼
き
失
せ
ま
し
た
。
現
在
は
官

庁
や
ビ
ル
が
立
並
ぶ
福
岡
市
中
央
区
の

赤
坂
か
ら
鳥
飼
ま
で
が
、「
鳥
飼
潟
の
戦

の
役
の
翌
年
に
は
元
は
ま
た
も
使
者
を

送
り
朝
貢
を
迫
り
ま
し
た
。
執
権
北
条

時
宗
は
使
者
を
斬
捨
て
断
固
た
る
処
置

に
出
る
と
同
時
に
九
州
沿
岸
の
警
備
を

強
化
す
べ
く
、
福
岡
市
西
区
今
津
～
東

区
香
椎
ま
で
の
五
里
余
り
に
防
塁
を
築

か
せ
ま
し
た
。

元
は
文
永
の
役
後
も
八
回
に
わ
た
っ
て

使
者
を
送
っ
て
き
ま
し
た
が
、幕
府
は
そ

の
度
に
使
者
を
斬
り
屈
し
な
い
姿
勢
を

と
り
ま
す
。
そ
し
て
文
永
の
役
よ
り
七

年
後
の
弘
安
四
年（
皇
紀
一
九
四
一
、西

暦
一
二
八
一
年
）、
高
麗
を
中
心
と
し
た

元
・
高
麗
軍
の
死
者
は
一
万
三
千
五
百

人
、
日
本
兵
は
未
定
で
数
百
人
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、こ
の
撤
退
は
謎
が
多
く
一

説
に
は
日
本
側
の
大
将
・
小
弐
資す

け

能よ
し

の

次
男
小
弐
景か

げ

資す
け

の
放
っ
た
矢
が
、二
人
い

る
元
軍
副
司
令
官
の
一
人
を
射
抜
い
た

た
め
、或
い
は
武
器
や
食
料
の
補
給
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
、九
州
の
御
家
人
た

ち
を
中
心
と
し
た
日
本
軍
に
予
想
以
上

の
抵
抗
を
受
け
た
な
ど
の
理
由
で
撤
退

し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
土
を
侵
さ
れ
る
と
い
う
経
験
と
は

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
ほ
ど
の
凄
惨

を
極
め
、
高
麗
の
歴
史
書
に
よ
る
と

博
多
上
陸
前
の
戦
場
で
あ
っ
た
対
馬

で
は
住
民
を
皆
殺
し
に
し
た
こ
と
、

壱
岐
で
の
生
存
者
は
六
十
五
名
の
み

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
お
り
、

実
際
元
軍
の
総
司
令
官
が
捕
虜
と
し

た
日
本
人
の
子
供
二
百
人
を
奴
隷
と

し
て
高
麗
国
王
に
献
上
し
て
い
ま
す
。

弘
安
の
役

後
宇
多
天
皇
の
建
治
元
年（
皇
紀

一
九
三
五
、西
暦
一
二
七
五
）、文
永

蒙古弓矢（筥崎宮蔵）

が っ  ぽ
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本
は
文
永
の
役
後
博
多
湾
岸
を
覆
う
よ

う
に
約
二
十
㌔
の
防
塁
を
築
い
て
お
り
、

元
軍（
東
路
軍
）は
上
陸
を
断
念
し
志
賀

島
を
停
泊
地
と
し
ま
す
。
こ
れ
に
日
本

側
は
陸
海
か
ら
迎
撃
し
、
東
路
軍
は
壱

岐
へ
後
退
し
江
南
軍
の
到
着
を
待
ち
ま

し
た
。

予
定
期
日
を
過
ぎ
て
も
江
南
軍
が
到

着
す
る
兆
し
は
な
く
、こ
の
間
に
船
内
で

疫
病
が
発
生
し
三
千
人
が
命
を

落
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
日
本
側

は
さ
ら
に
壱
岐
ま
で
迎
撃
に
向
か

い
、壱
岐
か
ら
東
路
軍
を
駆
逐
し

ま
す
。

壱
岐
を
追
い
出
さ
れ
た
東
路

朝
鮮
半
島
の
合が

っ

浦ぽ

を
出
港
し
た
東
路
軍

四
万
人（
九
〇
〇
艘
）と
、寧ね

い

波は

（
現
在
の

浙せ
っ

江こ
う

省し
ょ
う

寧
波
市
）を
出
港
し
た
元
軍
本

隊
で
あ
る
江こ

う

南な
ん

軍
十
万
人（
三
，五
〇
〇

艘
）合
わ
せ
て
十
四
万
人
と
い
う
、元
寇

以
前
で
は
世
界
史
上
最
大
規
模
の
大
艦

隊
で
押
し
寄
せ
ま
し
た
。

ま
ず
、
東
路
軍
が
対
馬
、
壱
岐
を
再

び
蹂
躙
し
侵
攻
し
ま
す
。
し
か
し
、
日

軍
は
、
博
多
湾
到
着
期
限
の
六

月
十
五
日
よ
り
一
ヶ
月
以
上
も

遅
れ
て
佐
賀
県
の
平
戸
に
到
着

し
た
江
南
軍
十
万
に
合
流
し
ま

し
た
。

平
戸
で
合
流
し
同
二
十
九
日

に
大
艦
隊
と
な
っ
た
元
軍
は
、伊

万
里
湾
の
鷹た

か

島し
ま

へ
船
団
を
移
動

さ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
同
三
十

日
未
明
台
風
が
襲
来
し
、
停
泊

し
て
い
た
元
軍
の
軍
船
四
千
隻

の
う
ち
ほ
と
ん
ど
が
沈
没
、
損

壊
す
る
な
ど
の
大
損
害
を
被
り

残
存
艦
船
は
わ
ず
か

二
百
隻
で
あ
っ
た
と
い

う「
神
風
」が
起
き
ま

す
。
東
路
軍
が
日
本
を

目
指
し
朝
鮮
半
島
を

出
航
し
て
か
ら
約
三
ヶ

月
、博
多
湾
に
侵
入
し
戦
闘
が
始
ま
っ
て

約
二
ヶ
月
の
こ
と
で
し
た
。

そ
し
て
、戦
闘
の
舞
台
は
志
賀
島
、壱

岐
か
ら
伊
万
里
湾
へ
移
動
し
ま
す
。
日

本
軍
は
御み

厨く
り
や

海
上
合
戦
で
伊
万
里
湾
に

残
っ
て
い
た
元
船
を
一
掃
、す
る
と
鷹
島

に
停
船
し
て
い
た
元
軍
諸
将
は
、あ
え
て

兵
員
を
船
か
ら
降
ろ
し

帰
還
し
て
し
ま
い
ま
す
。

日
本
軍
は
鷹
島
に
残

さ
れ
た
十
万
余
の
元
軍
と
僅
か
に
残
る

元
船
を
掃
討
。二
万
人
が
捕
虜
と
な
っ
て

博
多
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
元
・
高
麗
人

は
処
刑
、交
流
の
あ
っ
た
南
宋
人
の
命
は

助
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

尚
、
現
在
は
飛
行
機
も
鉄
道
も
あ
り

わ
ず
か
一
日
で
行
け
ま
す
が
、
当
時
の

弘安の役における元・高麗軍進路

元

大都

ねい は

がっ ぽ

こうしゅう

ようしゅう

かいじょう

黄 河

長 江

広州

寧波

揚州

開城

合浦

博多

京都
鎌倉

日本

江南軍
3,500 艘

筥崎宮楼門と「敵国降伏」の扁額



5

移
動
手
段
は
馬
、
船
位
で
大
宰
府
～
鎌

倉
間
は
十
二
日
半
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
た
め
博
多
か
ら
知
ら
せ
を
受
け
、

九
州
へ
派
遣
し
た
軍
勢
六
万
人
が
到
着

す
る
頃
に
は
、全
て
の
戦
闘
が
終
結
し
て

い
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
元
寇
後

弘
安
の
役
で
元
・
高
麗
軍
の
う
ち
、本

国
へ
帰
還
で
き
た
の
は
全
軍
の
一
～
四
割

と
い
う
大
損
害
を
出
し
、
元
は
海
軍
戦

力
の
三
分
の
二
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、フ
ビ
ラ
イ
は

晩
年
ま
で
日
本
遠
征
を
諦
め
る
こ
と
な

く
、
驚
く
こ
と
に
敗
戦
の
翌
年
に
ま
た

使
者
を
送
り
ま
す
。
日
本
で
仏
教
が
普

及
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
禅
僧
を
使

者
に
し
、西
暦
一
二
九
九
年
ま
で
十
二
回

に
わ
た
っ
て
朝
貢
を

求
め
る
使
節
を
送

り
続
け
ま
し
た
が
、

日
本
が
応
じ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

一
方
日
本
で
も
命

を
か
け
て
戦
っ
た
九

州
各
地
の
御
家
人
の
人
的
、
経
済
的
損

害
に
対
す
る
恩
賞
の
少
な
さ
か
ら
、
鎌

倉
幕
府（
北
条
氏
）に
対
す
る
不
満
は
蓄

積
さ
れ
て
い
き
、建
武
の
親
政
、南
北
朝

の
動
乱
へ
と
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。

宗
像
家
に
お
い
て
は
、正
応
二
年（
西

暦
一
二
八
九
）、
宗
像
長
氏（
第
四
十
八

代
大
宮
司
）は
軍
功
と
し
て
肥
前
国
神

崎
荘（
佐
賀
県
神
埼
郡
）五
町
分
を
宛
が

わ
れ
ま
し
た（
宗
像
家
文
書
惣
目
録
）。

こ
れ
は
こ
の
役
に
お
け
る
第
二
級
の
恩

賞
で
あ
り
、
長
氏
の
戦
功
が
並
々
で
な

か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

筥
崎
宮
に
お
い
て
は
、
戦
後
炎
上
し

た
社
殿
の
再
興
に
あ
た
り
ま
す
が
、
亀

山
上
皇
は「
敵
国
降
伏
」の
御ご

宸し
ん

筆ぴ
つ

を
同

宮
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
そ

の
四
文
字
が
国
指
定
重
要
文
化
財
の
楼

門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、福
岡
市
博
多
区
の
東
公
園（
福

岡
県
庁
向
か
い
）に
は
、亀
山
上
皇
の
銅

像
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明

治
十
九
年（
西
暦
一
八
八
六
）、
湯ゆ

地ぢ

丈た
け

雄お

と
い
う
熊
本
出
身
の
方
が
福
岡
に
警

察
署
長
と
し
て
赴
任
し
た
際
、
博
多
湾

沿
岸
が
元
寇
史
跡
古
戦
場
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
記
念
碑
が
一
切

な
か
っ
た
こ
と
に
憂
い
の
念
を
抱
き
ま
す
。

そ
し
て
警
察
署
長
を
辞
し
て
取
り
組
み
、

明
治
二
十
三
年
に
建
立
が
決
定
、
同

三
十
七
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

尚
、こ
の
像
の
原
型
と
な
っ
た
木
像
は
、

明
治
三
十
五
年
に
博
多
出
身
の
彫
刻
家
・

山
崎
朝
雲
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、現
在
は

福
岡
県
指
定
文
化
財
と
な
り
、筥
崎
宮

内
の
奉
安
殿
に
納
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

亀山上皇奉安殿（箱崎宮境内）

東
公
園
に
あ
る
亀
山
上
皇
像
の
原
型
と
な
っ
た
像
。

現
在
は
筥
崎
宮
境
内
の
奉
安
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る

亀山上皇御尊像（木像）

東公園の亀山上皇像（銅像）



条
秀
時
を
滅
ぼ
し
ま
し
た
。

次
い
で
建
武
元
年（
西
暦
一
三
三
四
）

春
に
北
条
氏
の
一
族
、高
政
が
秀
時
の
余

類
を
集
め
て
、筑
前
帆
柱
城（
現
＝
北
九

州
市
八
幡
西
区
帆
柱
山
）に
立
て
籠
も
っ

た
の
で
、
大
宮
司
長
氏
は
之
を
攻
め
落

と
し
、な
お
進
ん
で
長
州
に
向
か
い
前
探

題
の
北
条
時
直
の
残
党
を
攻
め
軍
功
を

上
げ
ま
し
た
。

こ
の
第
四
十
八
代

大
宮
司
の
長
氏
は
指

導
者
と
し
て
も
優
れ
、

前
項
の
元
寇
時
に
も

宗
像
一
族
郎
党
を
引

き
連
れ
て
大
活
躍
し
、

五
十
余
年
と
い
う
こ

の
時
代
に
は
異
例
の
長

き
に
わ
た
っ
て
大
宮
司

を
務
め
ま
し
た
。

在
職
中
は
寂
れ
た

宗
像
三
宮
の
各
社
殿

を
修
造
、神み

輿こ
し

も
新
た

に
製
作
し「
田た

島し
ま

放ほ
う

生じ
ょ
う

会え

」を
始
め
ま
し
た
。

こ
の
時
代
は
神
仏
習

合
の
時
代
の
た
め「
放ほ

う

生じ
ょ
う

会え

」と
い
う
仏
教
行
事
で
す
が
、
現

在
も
秋し

ゅ
う

季き

大た
い

祭さ
い（
例れ

い

祭さ
い

）と
し
て
、
三
宮

の
神
輿
が
総そ

う

社し
ゃ

で
あ
る
辺
津
宮
に
集
う

神
事
は
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
長
氏
は
動
乱
の
時
代
を
予
期

し
、
白は

く

山さ
ん

城（
宗
像
市
山
田
）、
片か

た

脇わ
き

城

（
宗
像
市
田
島
）、
許こ

斐の
み

城（
宗
像
市
王

丸
）、
西さ

い

郷ご
う

城（
福
津
市
上
西
郷
）を
築

き
、こ
の
神
郡
宗
像
の
防
備
を
固
め
ま

元
寇
と
混
同
し
そ
う
で
す
が
、
元
弘

の
乱
と
は
元
弘
元
～
三
年（
西
暦

一
三
三
一
～
三
）の
後
醍
醐
天
皇
を
中
心

と
し
た
勢
力
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
倒
幕
運

動
を
指
し
ま
す
。

元
寇
後
、
様
々
な
権
限
を
朝
廷
よ
り

得
た
執
権
北
条
氏
は
、西
国
一
帯
へ
の
影

響
力
を
高
め
得と

く

宗そ
う

専
制
政
治
を
行
う
よ

う
に
な
り
、
全
国
の
守
護
の
半
分
以
上

が
そ
の
一
門
で
独
占
す
る
よ
う
に
な
り
、

御
家
人
を
は
じ
め
各
地
か
ら
不
満
が
爆

発
し
ま
す
。

① 

元
弘
の
乱
と
宗
像
家

第
九
十
六
代
後
醍
醐
天
皇

が
天
皇
親
政
を
目
指
し
て
立
ち

上
が
る
と
、北
条
高
時
討
伐
の

乱
が
起
き
る
や
各
地
に
拡
が
り
、
新
田

義
貞
、
楠
木
正
成
、
名
和
長
年
ら
は
忠

勤
を
励
み
、敵
兵
を
散
々
に
打
ち
破
り
ま

し
た
。

九
州
の
地
も
幕
府
側
と
官
軍
に
分
か

れ
た
戦
場
と
な
り
、
時
の
大
宮
司
宗
像

長
氏
は
無
論
官
軍
に
加
わ
り
、
元
弘
三

年
五
月
二
十
五
日
筑
前
の
小
弐
氏
、
豊

前
の
大
友
氏
と
と
も
に
九
州
探
題
の
北

第
６
章  

九
州
探
題
時
代

第
六
章
よ
り
九
州
探
題
時
代
に
入
り
ま
す
。
蒙
古
襲
来
を
受
け
、鎌
倉

幕
府
は
沿
岸
警
備
、九
州
地
方
の
政
務
、御
家
人
の
指
揮
に
あ
た
る
た
め
鎮ち

ん

西ぜ
い

探た
ん

題だ
い

を
現
在
の
福
岡
市
内
に
設
置
、室
町
幕
府
も
踏
襲
し
、九
州
統
治
に

あ
た
ら
せ
た
出
先
機
関
が
九
州
探
題
で
す
。

本
章
は
第
九
十
一
代
後
宇
多
天
皇
元
年（
皇
紀
一
九
三
五
、
西
暦

一
二
七
五
）に
、北
条
実
政
が
鎮
西
探
題
と
し
て
姪
浜
に
居
城
し
た
年
か
ら
、

第
一
〇
一
代
後
花
園
天
皇
嘉
吉
元
年（
皇
紀
二
一
〇
一
、西
暦
一
四
四
一
）の

九
州
探
題
廃
止
の
年
ま
で
の
約
一
六
六
年
間
を
指
し
ま
す
。

鞍手PA
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（
西
暦
一
三
三
五
）二
月
、
尊
氏
は
京
都

の
合
戦
に
新に

っ

田た

義よ
し

貞さ
だ

・
楠く

す

木の
き

正ま
さ

成し
げ

に
大

敗
。
豊ぶ

ん

後ご

・
大
友
の
勧
め
も
あ
り
九
州
ま

で
落
ち
の
び
ま
し
た
。

筑
前
の
多た

た

ら々良
浜は

ま（
福
岡
市
東
区
多
の

津
）に
着
い
た
時
、
配
下
の
者
は
わ
ず
か

三
百
余
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
大
宮
司
宗
像
氏
俊
は
、一

族
郎
党
を
呼
び
集
め
官
軍
に
属
し
多
々

良
浜
へ
討
ち
出
で
、公
家
の
政
道
正
し
か

ら
ず
と
、
尊
氏
に
仁
義
を
か
け
宗
像
の

白
山
城
へ
案
内
し
ま
し
た
。

翌
日
尊
氏
は
小し

ょ
う

弐に

頼よ
り

尚ひ
さ

を
味
方
に
す

る
と
、
筑
前
の
国
人
麻
生
、
山
鹿
、
豊

田
、嘉
麻
、香
月
、杉
の
諸
族
は
続
々
と

尊
氏
の
下
に
馳
せ
参
じ
ま
し
た
。

こ
の「
神
郡『
宗
像
』」が
歴
史
の
補
助

教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
は
昭

和
十
六
年
、そ
の
当
時
は
尊
氏
の
名
を

出
す
こ
と
す
ら
は
ば
か
れ
る
時
代
で
あ
っ

た
よ
う
で
、
原
文
で
は
尊
氏
や
そ
れ
を

支
援
し
た
当
時
の
大
宮
司
氏
俊
を
、「
大

義
明
分
を
わ
き
ま
え
ず
、
郷
土
に
汚
点

を
残
し
・
・
・
」と
ま
で
断
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
尊
氏
逆
賊
と
の
評
価
は
近
世
の

水
戸
学
に
端
を
発
し
、幕
末
に
は
京
都
で

尊
氏
、義よ

し

詮あ
き
ら

、義
満
三
代
の
木
像
の
首
を

切
り
落
と
す
事
件（
足
利
三
代
木
像
梟き

ょ
う

首し
ゅ

事
件
）も
発
生
し
て
い
ま
す
。

近
年
の
評
価
は
、カ
リ
ス
マ
性
が
高
く

人
柄
が
良
く
、裏
切
っ
た
者
で
も
降
伏
す

れ
ば
許
す
な
ど
、多
く
の
家
臣
に
慕
わ
れ

て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
周
囲
に
気
を
使

い
、
そ
の
影
響
を
受
け
や
す
く
決
断
力

に
欠
け
、そ
の
上
苦
し
い
場
面
に
な
る
と

放
り
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
無
節
操

な
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

後
醍
醐
天
皇
に
背
き
、朝
敵
に
な
っ
た

こ
と
を
生
涯
悔
や
み
、
戦
で
苦
戦
す
る

と
す
ぐ
切
腹
し
よ
う
と
し
て
家
臣
を
慌

て
さ
せ
る
。
出
家
を
望
ん
で
い
た
な
ど

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
、
引
っ
張
っ
て
い

く
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
よ
り
、
周
囲
が
支

え
た
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
で
す
。

次
号
は「
③
多
々
良
浜
の
大
合
戦
」か

ら
で
す
。
戦
場
と
な
っ
た
の
は
現
在
の
福

岡
市
東
区
多
の
津
、
多
々
良
小
学
校
向

か
い
の
多
々
良
川
を
挟
ん
で
、福
岡
流
通

セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

② 

足
利
尊
氏
の
九
州
落

す
。そ

し
て
太
郎
氏う

じ

盛も
り（

長
男
、
四
十
九

代
）を
許
斐
城
に
、
次
郎
氏う

じ

範の
り（

次
男
、

第
五
十
代
）を
片
脇
城
に
、
三
郎
氏う

じ

正ま
さ

（
三
男
、
第
五
十
一
代
）を
西
郷
城
に
置

き
、
長
氏
自
身
は
白
山
城
に
居
住
し
四

郎
氏う

じ

俊と
し（

四
男
、第
五
十
二・五
十
四
代
）

を
宗
像
大
宮
司
の
家
督
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
長
氏
は
兄
弟
間
で
の
家
督
争

い
を
防
ぎ
、相
互
の
怨
恨
を
絶
つ
た
め
兄

弟
四
人
と
も
一
度
は
大
宮
司
職
に
任
じ

ま
し
た
。
そ
し
て
文
武
の
道
に
秀
で
た

四
郎
氏
俊
が
家
督
と
な
り
、こ
の
神
郡

宗
像
は
中
世
の
争
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
き
ま
す
。

後
醍
醐
天
皇
の
建
武
元
年
正
月
、
宗

像
氏
俊（
長
氏
四
男
）は
、
兄
氏
正（
長

氏
三
男
）の
職
事
を
継
ぎ
、第
五
十
二
代

の
大
宮
司
に
就
任
し
ま
し
た
。

宗
像
大
宮
司
家
は
氏
国（
第
三
十
六
・ 

三
十
八・
四
十・
四
十
二
代
大
宮
司
）以

来
、
神
職
で
あ
り
つ
つ
武
家
的
色
彩
を

濃
く
し
、こ
の
時
代
は
鎌
倉
幕
府
御
家

人
の
列
に
加
わ
り
、四
季
の
祭
礼
は
弟
の

氏う
じ

名な

（
五
十
三
代
）に
任
せ
、
氏
俊
自
ら

は
政
治
と
戦
に
明
け
暮
れ
、宗
像
の
地
を

守
り
抜
く
こ
と
に
心
血
を
注
ぎ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
京
都
で
は
鎌
倉
幕
府
が
朝

廷
監
視
、都
の
警
備
、西
国
統
括
の
た
め

に
設
置
し
た
六ろ

く

波は

羅ら

探た
ん

題だ
い

が
落
ち
、
後

醍
醐
天
皇
に
よ
り
王
政
復
古
と
な
り「
建

武
の
親
政
」が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
ま
で
の
慣
習
を
無
視
し
た
天

皇
中
心
の
急
激
な
改
革
は
、
政
務
の
停

滞
や
社
会
の
混
乱
を
ま
ね
き
人
心
を
失
っ

て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
勲
功
第
一

で
あ
っ
た
足
利
尊
氏
が
、建
武
政
権
か
ら

離
反
。
追
討
令
が
出
さ
れ
、
建
武
二
年

49

氏  

盛

（
許
斐
城
）

50

氏  

範

（
片
脇
城
）

51

氏  

正

（
西
郷
城
）

53

氏  

名

（
宗
像
大
社
）

52
54

氏  

俊

（
白
山
城
）

48

長  

氏

宗像大宮司系図 48代〜54代迄



発
行
日
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

住

所
〒
八
一
一
─
三
五
〇
五

福
岡
県
宗
像
市
田
島
二
三
三
一

電

話
（
〇
九
四
〇
）六
二
─
一
三
一
一（
代
）

発
行
人
葦 

津
　
敬 

之

制
作
・
印
刷

ゼ
ネ
ラ
ル
ア
サ
ヒ

発
行
所
　
宗
像
大
社

伊い

摩ま

神
社

⑨

一
七
〇
四
に
鐘
崎
よ
り
勧
請
）へ
遷
さ
れ
る
と
共

に
合
祀
さ
れ
現
在
に
至
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に

区
内
に
鎮
座
し
て
い
た
恵
比
須
神
社
、須
賀
神

社
ほ
か
数
社
も
元
の
地
よ
り
遷
さ
れ
合
祀
さ
れ

ま
し
た
。

御
祭
神

　
応
神
天
皇 （
お
う
じ
ん
て
ん
の
う
）

　
武
内
大
臣 （
た
け
う
ち
お
お
お
み
）

　
事
代
主
命 （
こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と
）

　
素
盞
鳴
命 （
す
さ
の
お
の
み
こ
と
）

境
内
社
　
　 

五
穀
神
社

　
　
　
　
　
（
保
食
神
　
火
産
霊
神
）

鎮
座
地
　
　 

宗
像
市
吉
田

管
　
理
　
　 

宗
像
大
社

例
年
九
月
の
宮
座
祭
は
、

区
長
を
始
め
多
く
の
総
代
・

氏
子
が
参
列
し
、
区
を
上

げ
賑
々
し
く
斎
行
さ
れ
ま
す
。
祭
典
後

に
は
、神
酒
拝
戴
に
先
立
ち
、飾
り
立
て

ら
れ
た
熨の

斗し

あ
わ
び
を
区
長
が
代
表
し

て
戴
く「
お
熨
斗
あ
げ
」と
い
う
珍
し
い

慣
習
も
残
っ
て
い
ま
す
。

由
　
緒

伊
摩
神
社
は
宗
像
大
社
の
兼
務
す
る
九

社
の
一
社
で
、
辺
津
宮
よ
り
東
へ
一
キ
ロ
、

吉
田
区
の
産う

ぶ

土す
な

神が
み

で
す
。

正
長
元
年（
一
四
二
八
）の
創
建
と
伝
え

ら
れ
、元
は
吉
田
字
今
ヶ
浦（
い
ま
が
う
ら
）

に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

大
正
十
五
年
五
月
五
日
に
吉
田
字
安
入

寺
に
鎮
座
す
る
織
幡
神
社（
宝
永
元
年
・

今
回
は
宗
像
大
社
の
歴
史
資
料
の
乏
し
い
中

世
で
し
た
。
ま
ず
、数
多
く
の
写
真
を
提
供

い
た
だ
き
ま
し
た
筥
崎
宮
様
に
は
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
▼「
元
寇
」に
こ
こ
ま
で
ペ
ー

ジ
を
割
く
予
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

驚
く
こ
と
が
多
々
あ
り
詳
し
く
取
り
上
げ
ま

し
た
。こ
の
史
実
を
Ｃ
Ｇ
等
で
再
現
す
る
と
、

我
々
の
思
い
描
く
以
上
に
震
え
上
が
る
程
の

規
模
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
▼
宗
像
大
社

の
祭
祀
と
こ
の
地
域
を
守
る
た
め
、神
職
で

あ
り
な
が
ら
武
家
化
し
た
宗
像
一
族
は
、こ

の
国
難
に
際
し
小
弐
、大
友
と
行
動
を
と
も

に
し
、こ
の
国
を
守
ろ
う
と
戦
い
ま
し
た
▼

時
が
経
ち
国
内
で
も
そ
の
史
実
が
忘
れ
去
ら

れ
た
明
治
に
な
っ
て
、国
民
意
識
を
憂
い
た

当
時
の
福
岡
警
察
署
長
に
よ
り
、東
公
園
の

亀
山
上
皇
御
尊
像
は
つ
く
ら
れ
ま
す
。
こ
の

方
は
職
を
辞
し
て
銅
像
建
立
に
奔
走
し
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
を
ご
存
知
の
方
は
、福
岡
市

民
で
も
ど
れ
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ

う
か
。少
し
気
に
な
り
ま
し
た
。	

（
塚
）

編
集
後
記

8

摂
末
社
め
ぐ
り

神
郡
宗
像

現在、総社・辺津宮の本殿を囲
むように、２２の社殿に１２７神が
お祀りされております。これら
はかつて神郡宗像各地にお祀り
された摂

せつ

末
まっ

社
しゃ

の分祀社です。宗
像・福津・宮若各市、遠賀郡を中
心とした地域の現地各社は、大
宮司宗像家断絶後、当大社の管
理を離れ、現在宗像大社で管理
する神社は辺津宮周辺の九社の
みです。なかには鎮座他不詳の
神社もありますが、大部分の神
社には奉務される神職が別にい
らっしゃいます。
当大社の摂末社であった名残
は、摂社格の神社の例祭時には
当大社より神職が献

けん

幣
ぺい

使
し

として
出向、祭詞（祝詞）を奏上する形
で今日も継承されています。

伊摩神社

69

宗像大社

502

502
495

495

牟田尻

釣川釣川
神湊神湊

あんずの里
運動公園
あんずの里
運動公園

鎮国寺鎮国寺

道の駅「むなかた」道の駅「むなかた」

さつき松原さつき松原

海の道
「むなかた館」
海の道

「むなかた館」

テ
レ
ビ
放
送
の
ご
案
内

Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
28
局
ネ
ッ
ト

　
12
月
13
日（
日
）15
時
30
分
～
16
時
54
分

（
仮
）「
出
光
佐
三
と
宗
像
大
社（
タ
イ
ト
ル
未
定
）」

芥
川
賞
作
家
の
又
吉
直
樹
氏
、直
木
賞
作
家
の

西
加
奈
子
さ
ん
が
、宗
像
三
宮
を
参
拝
し
ま
す
。

全
国
放
送

お熨斗あげ
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