
む
な
　
　
か
た

し
ん
　
　
ぐ
ん

第
一
一
七
代
後ご

さ
く
ら
ま
ち

桜
町
天
皇
の
御
代
、

徳
川
十
代
将
軍
家
治
の
明
和
安
永
年
間

（
一
七
六
四
～
一
七
八
一
）は
、元
禄
の
世

に
次
い
で
華
美
遊
堕
に
流
れ
た
世
相
を

あ
ら
わ
し
、平
穏
な
日
々
は
人
の
心
を
極

度
に
弛し

か
ん緩
さ
せ
、国
の
規
律
が
乱
れ
、上

下
共
に
士し

き

そ

そ

う

気
沮
喪（
集
団
全
員
の
熱
意
や

や
る
気
が
そ
が
れ
て
、勢
い
が
な
く
な
る

こ
と
）し
て
い
た
こ
ろ
、宮
司
村（
現 

福

津
市
宮
司
）に
あ
っ
て
は
風
紀
正
し
く
村

民
は
皆
、自
分
の
職
業
に
励
み
、そ
の
治

績
は
実
に
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
や
せ

細
っ
た
田
畑
が
あ
れ
ば
一
層
精
を
出
し

て
肥
料
を
施
し
収
穫
を
あ
げ
、
ま
た

旱か
ん
ば
つ魃

の
災
害
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
各

地
に
池
を
掘
り
、そ
れ
も
補
助
金
や
人

手
を
も
乞
は
ず
、
村
の
十
一
歳
以
上
の

者
は
全
員
出
し
て
、延
べ
人
員
二
千
六
百

人
を
以
て
工
事
を
竣
工
し
た
。

昼
は
外
仕
事
、
夜
は
藁
細
工
を
し
て

一
時
も
怠
ら
ず
、村
を
挙
げ
て
の
精
励
に

は
多
く
の
蓄
え
も
出
来
て
、
如
何
な
る

凶
作
に
も
不
安
な
く
、
藩
の
救
護
も
受

1

第
９
章 
藩
政
時
代

⑨ 

六
百
俵
の
碑

第18号

① 

黒
田
長
政
と
地
島
修
港
　

② 

黒
田
長
政
と
宗
像
三
社

③ 

筑
前
の
宿
駅
と
宗
像

④ 

義
民
六
氏
　
　
　
　
　
　

⑤ 

天
主
教
徒
の
大
島
漂
着
　

⑥ 

老
女
こ
や

⑦ 

勝
浦
塩
田
と
大
社
元
七
　

⑧ 

孝
子
正
助
　
　
　
　
　
　

⑨ 

六
百
俵
の
碑

⑩
節
婦
お
政
　
　
　
　
　
　

⑪
貞
女
は
ん
　
　
　
　
　
　

⑫
伊
能
忠
敬
の
宗
像
沿
岸
測
量

⑬
五
卿
西
遷
　
　
　
　
　
　

⑭
勤
王
の
志
士
　
早
川
勇

第
９
章  

藩
政
時
代

第
10
章  

県
政
時
代

①
廃
藩
置
県
と
黒
田
藩

②
沖
ノ
島
の
大
海
戦

増
補

阿
弥
陀
経
石
の
由
来

百
塔

① 

豊
臣
秀
吉
の
筑
前
入
国

② 

小
早
川
隆
景

第
８
章  

小
早
川
時
代

第20号第21号 第19号 第18号 第17号 第16号 第15号

宮
地
嶽
神
社
の
参
道
階
段
の
中
腹
に
立
つ
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第
一
一
九
代
光
格
天
皇
の
御
代
、
天

明
年
間（
一
七
八
一
～
一
七
八
九
）に
、赤

間
宿
に
松
尾
お
政
と
い
う
節
婦（
正
し
い

と
信
ず
る
主
義
・
意
見
を
堅
く
守
っ
て
変

え
な
い
女
性
）が
い
た
。
父
は
七
兵
衛
と

い
い
、代
々
こ
の
赤
間
宿
に
住
ん
で
酒
造

を
営
み
、家
号
を
大
黒
屋
と
いっ
て
近
隣

に
知
ら
れ
る
大
富
豪
で
あ
っ
た
。
召
使
も

大
勢
で
主
人
で
あ
る
七
兵
衛
の
温
厚
な

人
柄
に
喜
ん
で
奉
公
し
、家
の
人
々
は
大

変
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
た
が
、
寂

し
い
こ
と
に
、七
兵
衛
は
妻
に
先
立
た
れ

て
跡
継
ぎ
が
無
く
、つ
い
に
家
は
妹
に
惠

比
須
屋
甚
兵
衛
の
実
弟
で
あ
る
七
右
衛

門
を
養
子
に
迎
え
て
後
を
譲
り
、
自
分

は
妻
の
残
し
た
幼
い
娘
を
連
れ
て
分
家

し
た
。

そ
の
後
、
七
兵
衛
は
後
妻
を
迎
え
て

酢
醤
油
の
店
を
営
ん
で
平
和
に
暮
し
て

い
た
が
、そ
の
妻
も
ま
た
、一
女
を
産
ん

お
政
の
許い

い
な
ず
け嫁
の
夫
、
長
次
郎
は
正
直

素
朴
の
性
質
で
兄
の
長
三
郎
の
家
事
を

助
け
て
い
た
が
家
運
は
年
々
傾
く
ば
か

り
で
、つ
い
に
は
祖
先
以
来
の
大
家
も
引

き
払
い
、田
畑
も
売
っ
て
長
次
郎
と
共
に

裏
の
納
屋
に
引
き
籠
も
り
、
密
か
に
生

活
す
る
よ
う
な
運
命
と
な
っ
た
。

お
政
も
生
ま
れ
落
ち
る
と
母
を
失
い
、

四
才
の
時
に
は
父
を
失
い
、嘉
右
衛
門
夫

婦
の
愛
育
に
よ
る
楽
し
い
月
日
も
短
く
、

す
く
す
く
と
育
つ
に
連
れ
て
本
家
同
様

不
運
に
向
い
、そ
の
凋
落
は
目
に
余
る
も

の
が
あ
っ
た
。

お
政
が
十
一
歳
の
時
、
嘉
右
衛
門
夫

婦
は
婚
礼
前
の
行
儀
見
習
と
い
う
事
で

黒
田
公
の
納
戸
頭（
将
軍
家
の
金
銀
、衣

服
、調
度
の
出
納
を
つ
か
さ
ど
る
長
）を

務
め
る
明
石
久
衛
門
行
憲
と
い
う
武
家

屋
敷
に
禿か

む
ろ

奉
行（
身
の
回
り
の
世
話
を
す

る
子
供
）に
出
し
た
。

彼
は
藩
主
の
信
頼
が
厚
く
、
文
武
両

道
に
秀
で
た
立
派
な
武
士
で
あ
っ
た
。

で
早
世
し
た
。

そ
の
娘
を
お
政
と
言
い
、先
妻
の
娘
を

千
代
と
呼
ん
で
、
そ
の
後
は
妻
も
迎
え

ず
親
子
三
人
で
仲
良
く
平
和
な
月
日
を

過
し
て
い
た
が
、お
政
が
四
才
の
時
つ
い

に
七
兵
衛
は
世
を
去
っ
た
。
臨
終
に
際
し

て
七
兵
衛
は「
長
女
お
千
代
に
は
後
妻
の

弟
か
嘉
衛
門
を
婿
と
し
、お
政
に
は
成

人
の
後
、
必
ず
本
家
七
右
衛
門
の
次
男

長
次
郎
が
妻
に
」と
固
く
遺
言
し
た
の
で

嘉
右
衛
門
は
七
兵
衛
の
後
を
相
続
し
、

お
政
は
姉
婿
夫
婦
を
親
と
し
て
養
育
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

年
月
は
水
の
如
く
流
れ
て
大
黒
屋
本

家
の
七
右
衛
門
は
家
督
を
長
男
長
三
郎

に
譲
っ
て
隠
居
し
た
が
間
も
な
く
他
界

し
、
叔
父
の
多
左
衛
門
も
老
病
の
た
め

相
次
い
で
逝
去
し
た
。そ
の
臨
終
に
臨
ん

で
も「
七
兵
衛
の
遺
言
は
必
ず
守
り
そ

の
霊
を
安
ぜ
よ
」と
遺
言
し
た
。

⑩ 

節 

婦 

お 

政

け
る
事
な
く
、村
の
中
で
の
互
助
の
精
神

は
、村
内
に
不
平
不
満
の
あ
る
者
は
一
人

も
な
く
、模
範
と
な
る
村
の
象
徴
と
な
っ

た
。
藩
主
で
あ
る
黒
田
公
は
こ
れ
を
聞

い
て
大
い
に
感
じ
る
所
が
あ
っ
て
、庄
屋

忠
右
衛
門
以
下
組
頭
を
福
岡
へ
呼
び
出

し
、宮
司
村
の
百
姓
に
米
六
百
俵
に
褒
状

を
添
え
て
渡
し
、
庄
屋
組
頭
等
に
は
特

別
に
準
備
し
た
御
料
理
を
下
げ
渡
し
た
。

後
年（
大
正
八
年
）に
は
、
村
中
の
者
が

協
議
し
て
六
百
俵
の
記
念
碑
を
建
て
、

毎
年
四
月
に
慰
霊
祭
を
行
っ
て
褒
状
を

謹
読
し
、当
時
を
思
い
返
し
て
、そ
の
徳

を
称
え
て
い
る
。

六
百
俵
の
碑
　

住
所
＝
福
津
市
宮
司
元
町
７
－
１

福
津
市
の
宮
地
嶽
神
社
境
内
、
正
面

参
道
を
進
み
階
段
を
少
し
く
上
る
中
程

に
ひ
っ
そ
り
と
建
立
さ
れ
て
い
る
。
大
正

八
年（
一
九
一
九
年
）先
人
の
偉
業
を
讃

え
る
記
念
碑
と
し
て
建
て
ら
れ
た
。



3

で
あ
る
行
憲
の
必
生
の
著
述
と
言
わ
れ

る
三
烈
婦
傳
で「
己
の
貞
操
を
守
り
良
人

の
身
代
り
と
な
っ
て
生
命
を
果
し
た

袈け

さ

ご

ぜ

ん

裟
御
前
、死
す
べ
き
時
に
死
し
て
良
人

の
名
を
恥
ず
か
し
め
な
か
っ
た
細
川
忠

興
の
妻
、
良
人
の
留
守
中
敵
方
に
組
し

た
舅
の
奸か

ん
け
い計（

わ
る
だ
く
み
）を
退
け
、

よ
く
一
城
を
守
り
通
し
た
眞
田
信
之
の

妻
」こ
の
伝
記
こ
そ
お
政
の
最
も
愛
読
し

た
も
の
で
肺は

い
ふ腑（

心
の
奥
底
）の
中
に
深

く
食
い
込
ん
で
いっ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
、勝
浦
村
に
豪
農
の
大
庄
屋
に

半
五
郎
と
い
う
人
が
い
て
、そ
の
息
子
を

源
五
郎
と
言
い
、
早
や
二
十
歳
を
迎
え

た
の
で
よ
い
嫁
を
迎
え
て
家
を
譲
ろ
う

と
方
々
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、た
ま
た

ま
お
政
の
風
評
を
聞
い
て
是
非
嫁
に
と

所
望
し
、
嘉
右
衛
門
夫
婦
も
初
め
は
遺

言
を
固
く
守
り
断
っ
た
が
、あ
ま
り
に
切

な
る
懇
望
に
遺
言
と
は
い
え
、落
ち
ぶ
れ

た
長
次
郎
に
入
嫁
さ
せ
る
よ
り
は
お
政

自
身
の
た
め
に
も
、ま
た
、不
運
に
傾
い

十
一
才
か
ら
十
八
才
ま
で
の
七
年
間
に
、

彼
か
ら
の
教
え
は
後
世
、
節
婦
お
政
と

し
て
の
美
名
を
残
す
に
至
っ
た
素
地
を
つ

く
っ
た
の
で
あ
る
。

生せ
い
ら
い来

怜れ
い
り悧（

生
ま
れ
持
っ
て
、
賢
く
、

頭
の
回
転
が
速
い
）で
温
和
で
気
品
の
備

わ
る
お
政
は
も
ち
ろ
ん
。
主
人
夫
婦
の

気
に
入
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、こ
の
上
な

く
可
愛
が
ら
れ
行
儀
、作
法
、読
書
、裁

縫
に
至
る
ま
で
、心
細
か
に
教
へ
導
か
れ
、

お
政
も
立
派
な
女
と
し
て
の
道
を
修
め

た
い
と
進
ん
で
そ
の
教
え
を
受
け
、

十
三
、四
才
の
頃
に
は
論
語
、和
歌
な
ど

に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け
、ま
こ
と
に
女
大

学（
江
戸
時
代
中
期
以
降
広
く
普
及
し

た
女
子
教
訓
書
）や
小
倉
百
人
一
首
な
ど

は
一
度
で
暗
記
し
て「
明
石
殿
の
腰
元
は

実
に
見
上
げ
た
者
じ
ゃ
」と
言
っ
て
、
賛

美
し
な
い
も
の
は
無
く
、お
政
は
益
々
、

上
品
で
奥
ゆ
か
し
い
女
に
磨
き
あ
げ
ら

れ
て
いっ
た
。

お
政
を
最
も
感
化
し
た
も
の
は
主
人

「烈女政碑」と刻まれた墓石 旧唐津街道（現県道 503号線沿いに、立つ看板と墓道の石碑）
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た
自
家
の
再
建
に
も
こ
の
上
な
き
縁
談
、

と
心
を
変
え
て
喜
ん
で
承
諾
を
与
え
た
。

間
も
な
く
お
政
は
福
岡
か
ら
呼
び
戻

さ
れ
て
、嘉
右
衛
門
夫
婦
に
色
々
と
諭
さ

れ
た
が
、固
く
辞
し
て「
自
分
の
夫
は
長

次
郎
様
で
す
」と
言
っ
て
、固
く
反
対
し

た
。し

か
し
、
お
政
の
決
心
が
強
け
れ
ば

強
い
程
、そ
の
潔
操
を
誉
め
て
求
婚
を
迫

り
、郡
内
の
庄
屋
大
庄
屋
は
勿
論
、村
役

人
の
権
威
を
借
り
て
ま
で
も
尽
く
せ
る

手
は
尽
く
し
、つ
い
に
は
お
政
に
覚
え
な

き
濡
れ
衣
を
き
せ
、
脅
迫
的
な
こ
と
を

し
て
で
も
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と

し
た
。
お
政
の
悩
み
は
続
い
た
。
義
理
と

貞て
い
れ
つ烈（
女
性
の
貞
操
が
か
た
く
、し
っ
か

り
し
て
い
る
こ
と
）の
岐
路
に
立
っ
て
い

づ
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
お
政
の
胸
中
は
張

り
裂
け
る
ば
か
り
、
余
り
の
悲
し
さ
に

病
床
に
臥
し
、
飲
食
す
ら
口
を
通
ら
ず

姉
夫
婦
の
心
配
は
格
別
で
あ
っ
た
。

遂
に
お
政
の
決
心
は
つ
い
た
。
急
に
態

度
を
改
め
微
笑
を
以
て
承
諾
を
与
え
た
。

姉
夫
婦
は
勿
論
、二
年
越
の
求
婚
が
遂

げ
ら
れ
た
半
五
郎
一
家
の
喜
び
は
一
方

で
は
な
か
っ
た
。

い
よ
い
よ
婚
礼
の
日
は
来
た
。
お
政
の

門
出
を
祝
う
酒
宴
の
ど
よ
め
き
の
中
に

女
一
代
の
喜
び
を
今
日
の
白
無
垢
の
晴

衣
に
包
ん
だ
が
、こ
れ
が
死
出
の
旅
路
の

装
い
で
あ
る
事
は
お
政
よ
り
外
に
誰
も

知
る
由
も
な
か
っ
た
。

そ
の
日
の
夕
暮
に
な
っ
て
管
竹
を
取
り

に
外
に
出
て
、裏
の
土
蔵
の
中
に
蓆
を
敷

き
、そ
の
上
に
端
座
し
て
二
通
の
遺
言
を

側
に
置
き
、か
ね
て
用
意
の
剃
刀
を
以
て

見
事
に
喉
元
を
切
っ
て
自
害
し
た
。

１
、遺 

言（
嘉
右
衛
門
夫
婦
宛
）

「
私
事
幼
い
時
か
ら
父
母
に
別
れ
、今

の
父
母
の
御
慈
愛
に
よ
っ
て
成
人
し
た
御

恩
は
海
山
よ
り
大
な
る
も
の
と
存
じ
上

げ
ま
す
。こ
の
度
の
縁
談
は
父
母
の
た
め

に
も
よ
く
、一
家
の
繁
栄
の
た
め
に
早
速

須賀神社境内に建つ　お政の遺功を伝える石碑 須賀神社　正面
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御
受
け
す
る
筈
で
御
座
い
ま
す
が
、
御

存
じ
の
通
り
幼
い
時
に
定
め
ら
れ
た
長

次
郎
様
へ
嫁
ぐ
事
が
誠
の
道
と
考
え
、ま

し
て
長
次
郎
様
に
は
近
頃
家
も
衰
え
て

落
ち
ぶ
れ
は
て
た
の
を
見
捨
て
、他
に
縁

付
い
て
、独
り
栄
華
を
極
め
る
こ
と
は
私

の
心
が
と
が
め
、ま
た
、長
次
郎
様
の
顔

も
立
て
親
々
の
遺
言
を
守
れ
ば
現
在
の

父
母
に
不
幸
に
な
り
ま
す
。よ
っ
て
我
身

一
つ
に
罪
を
負
っ
て
覚
悟
を
定
め
ま
し
た
。

先
立
つ
不
幸
は
御
許
し
下
さ
い
ま
せ
。」

２
、遺 

言（
長
次
郎
宛
）

「
一
筆
申
上
げ
ま
す
。
私
事
強
い
て
勝

浦
へ
嫁
入
す
る
事
を
迫
ら
れ
早
や
日
取

り
も
定
ま
り
悲
し
さ
で
胸
は
は
り
さ
け

る
ば
か
り
で
御
座
い
ま
す
。
昨
日
も
色
々

と
父
母
に
断
わ
り
を
申
上
げ
た
が
一
向

に
聞
入
れ
も
な
く
、
私
か
ら
頼
ん
だ
人

ま
で
が
勝
浦
へ
行
く
こ
と
を
本
意
と
勧

め
ら
れ
、貴
方
の
所
へ
と
勧
め
る
者
は
一

人
も
な
く
、
ま
し
て
貴
方
の
御
身
の
上

が
御
痛
わ
し
く
、
ど
う
し
て
私
一
人
道

な
ら
ぬ
縁
を
結
ん
で
身
に
錦
を
ま
と
う

こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
若
し
そ
う
し

た
な
ら
ば
世
の
人
は
き
っ
と
後
か
ら
私

を
義
理
知
ら
ず
と
疎う

と

ん
じ
ま
す
こ
と
で

御
座
い
ま
し
ょ
う
。こ
の
悲
し
さ
は
我
身

一
つ
に
罪
を
負
い
自
害
を
致
し
ま
し
た
。」

水み
ず
ぐ
き莖（

筆
）の
跡
も
美
し
く
真
心
こ
め

て
書
か
れ
て
い
た
。
お
政
の
死
は
村
中
を

驚
嘆
さ
せ
た
。
こ
こ
に
お
政
に
義
理
を

欠
か
せ
、
無
理
矢
理
に
許
婚
の
縁
を
切

ら
せ
よ
う
と
し
た
半
五
郎
、
村
役
人
、

庄
屋
は
嘉
右
衛
門
と
謀
っ
て
、お
政
を
狂

死
と
し
て
繕
っ
た
が
、そ
の
汚
名
は
間
も

な
く
雪す

す

が
れ
、お
政
が
亡
く
な
っ
て
十
七

年
後
の
文
化
十
四
年
の
秋
、
黒
田
公
の

知
る
所
と
な
っ
て
お
政
の
貞
烈
を
賞
し

白
銀
十
四
枚
を
下
さ
れ
、
祭
祀
を
営
ま

せ
、
勝
浦
の
半
五
郎
及
び
そ
れ
に
組
し

た
庄
屋
達
は
そ
れ
ぞ
れ
罰
せ
ら
れ
て
そ

の
職
を
取
上
げ
ら
れ
た
。

お
政
の
墓　

住
所
＝
宗
像
市
赤
間
１
－
２
徳
重
12
組

赤
間
に
、
お
政
の
墓
地
と
石
碑
が
あ

る
と
聞
き
、
現
地
を
訪
ね
た
。
国
道
３

号
線
の
直
ぐ
横
を
走
る
、
旧
唐
津
街
道

（
現
県
道
５
０
３
号
）沿
い
に
、「
節
婦
お

政
墓
道
」と
か
か
れ
た
石
碑
が
立
ち
、直

ぐ
横
に
は「
節
婦
政
伝
」と
、お
政
の
遺

功
を
称
え
る
説
明
看
板
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
墓
は
小
高
い
竹
林
の
中
に
た
た
ず

み
、入
り
口
か
ら
10
メ
ー
ト
ル
も
墓
道
の

坂
を
進
む
と
直
ぐ
に
分
か
る
。
他
に
も

墓
石
が
建
ち
並
ぶ
な
か
に「
烈
女
政
碑
」

と
書
か
れ
た
墓
石
が
あ
り
、
横
に
は
当

時
の
遺
功
を
偲
ぶ
文
字
が
刻
ま
れ
て
い

る
。

お
政
の
碑　

住
所
＝
宗
像
市
赤
間
６
－
６
－
７

教
育
大
前
駅
か
ら
教
育
大
学
と
反
対

方
向
に
歩
く
こ
と
５
分
、か
つ
て
宿
場
町

と
し
て
栄
え
た
赤
間
宿
の
名
残
が
残
る

街
道
沿
い
、須
賀
神
社
の
境
内
に
お
政
の

遺
功
を
伝
え
る
碑
が
建
ち
並
ぶ
。
参
道

を
入
っ
て
直
ぐ
、左
に
大
き
な
石
碑
が
建

立
さ
れ
て
い
る
。

お
政
は
前
号
で
紹
介
し
た
武
丸
の
正

助
さ
ん
、土
穴
の
は
ん
と
と
も
に
、宗
像

三
偉
人
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
像
に
住
む

人
々
に
と
っ
て
、生
き
方
を
学
ぶ
お
手
本

と
し
て
大
切
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

現
地
を
訪
ね
て



節
婦
お
政
と
同
じ
時
期
、し
か
も
同

じ
赤
間
の
里
、
土
穴
に「
は
ん
」と
い
う

貞
女
が
あ
っ
た
。
は
ん
は
遠
賀
郡
戸
切

村
の
角
右
衛
門
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、

十
九
歳
の
時
、
土
穴
村
の
百
姓
で
あ
る

源
蔵
の
も
と
に
嫁
い
で
来
た
。
結
婚
し

て
十
年
く
ら
い
は
貧
し
い
な
が
ら
も
二

人
の
娘
と
一
人
の
姑
と
共
に
睦
ま
じ
く

平
和
な
月
日
を
過
し
て
い
た
が
、
は
ん

が
三
人
目
の
娘
を
生
ん
だ
頃
か
ら
夫
の

源
蔵
は
不
治
の
病
、中
風（
脳
出
血
な
ど

に
よ
っ
て
起
こ
る
、半
身
不
随
、手
足
の

ま
ひ
な
ど
の
症
状
）に
掛
か
り
、手
足
も

自
由
に
動
か
せ
ず
病
床
に
伏
せ
る
身
と

な
り
、七
十
歳
の
老
母
、九
歳
と
六
歳
の

娘
と
生
ま
れ
て
間
も
な
い
嬰
児
の
五
人

を
か
か
え
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
身
と
な
っ
た
。

天
明
元
年
一
月
二
十
日
に
源
蔵
が
逝

去
す
る
ま
で
の
約
十
年
間
の
苦
闘
は
、

筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
血
涙
の
歴
史
で
あ
っ

た
。乳

飲
児
を
十
文
字
に
背
負
い
、
病
床

の
夫
の
看
護
か
ら
老
母
子
供
の
世
話
ま

で
、は
ん
は
実
に
ま
め
ま
め
し
く
立
働
き
、

苦
痛
の
顔
色
を
一
つ
だ
に
あ
ら
わ
す
こ

と
な
く
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
微
笑
み
さ
へ
浮

か
べ
て
病
夫
を
慰
め
、朝
の
洗
面
、食
事

の
世
話
が
済
め
ば
進
ま
ぬ
な
が
ら
も
老

母
に
夫
を
預
け
て
野
良
に
出
て
、乳
飲
児

を
か
か
え
な
が
ら
、
た
だ
一
人
で
六
段

余
の
田
畑
の
耕
作
に
余
念
が
な
か
っ
た
。

真
夏
の
炎
天
下
の
田
の
草
取
り
、あ
る
い

は
北
風
吹
き
荒
ぶ
寒
い
日
に
霜
柱
を
踏

ん
で
の
麦
畑
の
く
れ
打（
掘
り
起
こ
し
た

田
畑
の
土
の
か
た
ま
り
を
た
た
い
て
砕

く
こ
と
）に
も
、背
の
子
供
を
あ
や
し
な

が
ら
、家
族
六
人
が
生
き
て
い
く
た
め
の

は
ん
の
勤
労
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
朝
の
暗
い
四
時
に
は

⑪ 
貞 

女 

は 

ん

6
赤間駅から直ぐ、線路沿いの小高い丘の上にあるはんの碑



7

二
貞
婦
を
出
し
た
赤
間
の
誇
り
た
る
や

実
に
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

貧
し
い
中
に
十
年
も
の
年
月
、
病
夫

を
養
い
老
母
に
仕
え
子
女
を
養
育
し
た

は
ん
の
貞
烈
は
節
婦
お
政
と
共
に
黒
田

公
の
お
耳
に
達
し
褒
賞
を
受
け
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
は
ん
こ
そ
誠
に
日
本
主
婦

の
鑑
と
し
て
推
賞
に
価
す
る
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

は
ん
の
碑　

住
所
＝
宗
像
市
赤
間
駅
前
１
－
８
－
25

赤
間
駅
か
ら
徒
歩
３
分
、
市
営
駐
車

場
の
直
ぐ
側
、線
路
沿
い
の
小
高
い
丘
の

上
に
、
遺
功
を
伝
え
る
看
板
が
設
け
ら

れ
、そ
の
脇
に「
貞
婦
は
ん
女
之
碑
」と

書
か
れ
た
石
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

は
ん
は
宗
像
三
偉
人
の
一
人
と
さ
れ
、

宗
像
地
域
を
代
表
す
る
偉
人
と
し
て
今

に
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
宗
像
三
偉
人

と
は
武
丸
の
正
助
さ
ん
、節
婦
お
政
、土

穴
の
は
ん
。

必
ず
起
き
て
、夜
も
洗
濯
、裁
縫
に
夜
の

更
け
る
の
も
知
ら
ず
十
二
時
よ
り
早
く

床
に
就
い
た
こ
と
は
な
く
、は
ん
が
一
日

の
中
で
一
番
楽
し
い
時
は
貧
し
い
な
が
ら

も
夕
食
の
温
い
ご
馳
走
に
病
夫
、老
母
、

娘
等
と
楽
し
く
一
家
団
欒
の
語
ら
い
を

す
る
時
で
、こ
の
時
ば
か
り
は
病
夫
は
一

日
の
淋
し
さ
を
忘
れ
、は
ん
は
一
日
の
疲

れ
を
忘
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

源
蔵
一
家
の
こ
の
窮
状
を
見
兼
ね
た

親
類
は
、は
ん
の
と
こ
ろ
に
集
り「
源
蔵

の
病
気
は
全
快
の
見
込
な
く
、そ
の
上
姑

と
幼
児
を
抱
え
て
は
あ
な
た
の
世
話
も

行
届
く
ま
い
。
ま
し
て
あ
な
た
に
若
し

も
の
事
が
あ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
一
家
は
餓

死
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
依
っ
て
源
蔵

親
子
と
二
人
の
幼
児
は
我
等
で
世
話
す

る
か
ら
あ
な
た
は
末
の
娘
を
連
れ
て
親

里
に
帰
り
、
よ
き
縁
で
も
あ
れ
ば
再
婚

あ
れ
」と
勧
め
た
。
し
か
し
は
ん
は
こ
れ

を
断
然
と
し
て
断
わ
り「
皆
様
の
お
志
は

辱
な
く
存
じ
ま
す
が
私
は
親
里
を
出
て

こ
の
家
に
嫁
ぐ
時
、再
び
帰
る
事
な
き
様

固
く
戒
め
ら
れ
、ま
し
て
貧
困
に
加
わ
る

に
病
床
の
夫
、年
老
い
た
母
、幼
な
子
を

残
し
て
己
ば
か
り
安
楽
を
得
る
事
は
私

の
心
が
許
し
ま
せ
ん
。
不
束
な
が
ら
一

生
こ
の
家
の
土
と
な
る
ま
で
働
か
し
て

下
さ
い
」と
嘆
願
し
た
。
こ
れ
を
側
で
聞

い
た
老
母
は
は
ん
の
真
心
に
感
謝
し
、子

供
の
様
に
泣
い
て
喜
び
源
蔵
も
床
の
中
で

思
い
迫
っ
て
男
泣
き
に
泣
い
た
。
親
戚
の

者
達
も
こ
れ
以
上
は
申
す
す
べ
も
な
く
、

は
ん
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

一
家
悲
惨
の
ど
ん
底
の
生
活
に
あ
り
な

が
ら
、自
ら
進
ん
で
突
入
し
一
家
の
柱
と

な
っ
て
な
お
も
献
身
的
苦
闘
を
続
け
ん

と
す
る
は
ん
の
強
固
な
意
志
は
、
そ
の

後
さ
ら
に
加
わ
る
貧
困
に
も
塵
だ
に
砕

け
る
事
な
く
、長
い
間
の
看
病
、過
度
の

骨
折
心
労
の
た
め
、
日
に
日
に
や
せ
細

り
、
目
窪
む
と
も
百
年
一
日
の
歩
み
を

続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

夫
の
病
が
不
治
の
病
と
知
り
な
が
ら

何
と
か
し
て
治
し
た
い
と
い
う
一
念
は

妙
薬
と
聞
け
ば
何
に
よ
ら
ず
買
い
求
め
、

で
き
る
限
り
の
療
治
は
た
め
し
た
が
、

一
向
に
効
め
な
く
、遂
に
病
夫
は
口
の
自

由
を
失
い
、
食
事
も
喉
を
通
ら
な
い
有

様
と
な
っ
た
。

「
苦
し
い
時
の
神
頼
み
」、今
度
は
、は

ん
に
神
参
り
の
日
々
が
続
い
た
。
毎
朝

未
明
に
は
水
で
垢
を
落
と
し
て
体
を
清

め
、氏
神
へ
毎
日
の
参
拝
、子
供
等
は
子

供
心
に
父
の
全
快
を
神
々
に
祈
っ
た
。
し

か
し
、は
ん
の
専
心
の
療
養
も
甲
斐
な

く
源
蔵
は
遂
に
五
十
年
を
一
期
と
し
て

他
界
し
た
。
は
ん
の
悲
し
み
は
実
に
大

き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
は
ん
は
老
母
に
孝
行
を
つ

く
し
た
が
、
姑
も
ま
た
病
に
倒
れ
亡
く

な
っ
た
。
余
生
は
夫
や
老
母
の
冥
福
を
祈

ら
ん
と
念
仏
に
月
日
を
過
し
た
が
、
享

和
二
年（
一
八
〇
三
）九
月
二
十
九
日
、

五
十
九
歳
を
以
て
逝
去
し
た
。
丁
度
、

節
婦
お
政
が
自
害
し
た
翌
年
で
同
時
に



発
行
日
令
和
二
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

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
宗
像
三
女
神
は
、ま

ず
六
嶽（
現 

六
ヶ
岳〔
鞍
手
町
〕）に
降
臨
さ
れ

た
後
、こ
の
地
に
遷
ら
れ
神
威
を
輝
耀
さ
れ
た
。

そ
の
為
、こ
の
地
を
神
興
と
号
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
そ
の
後
、三
所
之
霊
地（
沖
ノ
島
・

御
祭
神

　
宗
像
三
女
神

　
田
心
姫
神	

（
た
ご
り
ひ
め
の
か
み
）

　
湍
津
姫
神	

（
た
ぎ
つ
ひ
め
の
か
み
）

　
市
杵
島
姫
神	（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
か
み
）

鎮
座
地	

福
津
市
津
丸
六
四
五

	

（
福
間
東
中
学
校
隣
）

大
島
・
田
島
）に
遷
座
さ
れ
た
と
い
う
。

神
興
の
歴
史
は
古
く
、延
喜
十
一
年

（
九
一
一
）の
銘
が
入
っ
た
瓦
が
発
見（
大

正
時
代
　
当
時
国
内
で
二
番
目
に
古
い

瓦
）さ
れ
て
い
る
。

宗
像
三
女
神
が
降
臨
さ
れ
た
地
に
つ
い

て
、
古
事
記
で
は
胸
形
之
奥
津
宮（
沖
ノ

島
）、胸
形
之
中
津
宮（
大
島
）、胸
形
之
邊

津
宮（
田
島
）と
あ
る
。
日
本
書
紀
で
も
諸

説
あ
る
が
、概
ね
古
事
記
と
変
わ
ら
な
い
。

神
興
神
社
に
は
、
興
味
深
い
宗
像
三
女

神
降
臨
に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、鎌
倉
時
代
末
期
の
作
と
考
え

ら
れ
る「
宗
像
大
菩
薩
縁
起
」で
触
れ
ら
れ

神じ

ん

ご

う興
神
社

18

今
春
、夏
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
も
あ
り
、夏
に
発
刊
予
定
で
あ
っ
た
第
18

号
の
製
作
を
見
送
り
ま
し
た
。
皆
様
か
ら
、18

号
は
い
つ
で
る
の
か
？
と
の
問
い
合
わ
せ
を

い
た
だ
き
、改
め
て
編
集
へ
の
意
欲
が
高
ま
り
、

ま
た
、本
当
に
楽
し
み
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て

い
る
の
だ
、と
非
常
に
嬉
し
く
、編
集
に
携
わ
っ

て
良
か
っ
た
と
、コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
で
幸
せ
な

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
▼
今
号
も
ま
た
、宗
像

に
残
る
新
た
な
歴
史
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
お
ま
さ
・
は
ん
、前
号
の
正
助
さ

ん
に
続
き
、宗
像
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い

人
が
い
た
の
だ
と
、
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、二
人
の
遺
功
を
顕
彰
す
る
碑
も
あ

り
、何
度
か
通
っ
た
こ
と
の
あ
る
場
所
で
し
た

が
、今
ま
で
は
全
く
気
付
く
こ
と
す
ら
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。宗
像
に
は
ま
だ
ま
だ
自
分
の
知

ら
な
い
歴
史
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
物
語
が
あ

る
ん
だ
な
、と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
に
よ
り
、遠
方
へ
の
旅
行
、移
動
な
ど
が

懸
念
さ
れ
る
現
在
。
コ
ロ
ナ
の
あ
る
今
だ
か
ら

こ
そ
、身
近
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
歴
史
遺
功
を

巡
っ
て
、自
分
の
住
む
地
域
の
新
た
な
魅
力
を

発
見
し
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。 （
鈴
）

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。

道の駅むなかた

飯盛山

宗像市役所

城山

金山

湯川山

孔大寺山

鐘崎港

495

神湊 97

502

75

宗像大社

69
3

300

さつき松原

九州自動車道

神興神社
531
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