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は
じ
め
に 

 

宗
像
市
に
お
け
る
風
景
街
道
の
活
動
は
２
０
０
７
年
に
始
ま
っ
た
。
当
初
は
、
か
つ
て
の
原
町
宿(

宗
像

市)

を
訪
れ
、
そ
の
ま
ち
の
環
境
整
備
や
ま
ち

お
こ
し
の
成
果
を
訪
ね
る
こ
と
を
内
容
と
し

た
が
、
後
に
赤
間
宿
（
宗
像
市
）
を
加
え
、
両

宿
場
間
の
約
５
㎞
に
拡
大
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

最
近
で
は
隣
接
す
る
畦
町
宿
（
福
津
市
）
と

の
活
動
の
連
携
が
あ
る
。 

江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
賑
わ
い
を

見
せ
た
唐
津
街
道
沿
線
の
宿
場
ま
ち
に
残
る

古
い
街
並
み
が
対
象
で
あ
る
。
そ
の
遺
跡
や

古
民
家
の
保
存
と
再
生
を
テ
ー
マ
と
し
、
ち

ょ
っ
と
だ
け
寄
り
道
し
巡
る
と
の
意
味
を
込

め
て
「
ち
ょ
っ
と
よ
り
み
ち
唐
津
街
道
む
な

か
た
」
と
名
づ
け
、
来
訪
者
を
受
け
入
れ
る

活
動
で
あ
る
。 

そ
こ
に
降
っ
て
湧
い
た
の
が
、
２
０
１
７

年
７
月
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
と
し
て
、

「「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産

群
」
が
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

宗
像
市
と
福
津
市
の
両
市
に
ま
た
が
る
か
つ

て
の
宗
像
郡
（
以
下
む
な
か
た
地
域
と
呼
ぶ
）

全
体
を
舞
台
に
し
た
わ
が
国
の
古
代
の
出
来

事
や
神
道
信
仰
に
関
わ
る
遺
産
と
そ
の
物
語

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
む
な
か
た
地
域
を

訪
れ
る
人
々
は
、
こ
の
世
界
遺
産
に
強
い
関

心
が
あ
る
。 

一
方
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
古
代
か
ら
現
代
へ
と
長
期
に
及
ぶ
宗
像
大
社
の
信
仰
を
支
え
、

大
切
に
守
り
、
発
展
さ
せ
て
き
た
と
の
自
負
が
あ
る
。
神
社
・
氏
子
、
あ
る
い
は
領
主
・
領
民
と
い
っ

た
個
別
の
つ
な
が
り
に
こ
だ
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
で
、
地
域
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

来
訪
者
が
宗
像
大
社
を
お
参
り
す
る
と
共
に
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
む
な
か
た
の
人
々
の
暮
ら
し
な
す

唐
津
街
道
の
街
並
み
を
訪
ね
る
こ
と
で
、
宗
像
大
社
へ
の
理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

要
す
る
に
、
本
地
域
の
風
景
街
道
は
、
最
初
は
江
戸
時
代
か
ら
の
唐
津
街
道
に
限
ら
れ
た
歴
史
と
そ

の
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
む
な
か
た
の
地
域
と
人
々
を
包
括
す
る
古
代
か
ら
の
宗
像
大
社
と
そ
の

信
仰
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
来
訪
者
の
行
動
も
、
地
域
の
人
々
の
関
心
も
む
な
か
た
の
全
域
に
及

Q-❺ ちょっとよりみち唐津街道むなかた 

図１ 町村制施行時(1889年)におけるむなかた地域（宗像郡）の村の構成 
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び
、
内
容
も
む
な
か
た
の
文
化
や
暮
ら
し
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。 

も
と
も
と
宗
像
市
お
よ
び
福
津
市
は
、
玄
界
灘
に
面
し
、
九
州
で
唯
一
つ
の
神
郡
・
宗
像
と
し
て
の

特
色
あ
る
文
化
圏
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
い
ま
な
お
継
承
さ
れ
る
宗
像
大
社
の
存
在

で
あ
り
、
古
代
官
道
、
唐
津
街
道
な
ど
を
往
来
し
て
き
た
地
域
の
形
成
と
発
展
で
あ
る
（
一
口
メ
モ
（
１
）

参
照
）。
こ
の
た
め
、
む
な
か
た
地
域
の
風
景
街
道
を
考
え
る
に
は
、
両
者
の
歩
み
と
つ
な
が
り
は
無
視

で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が
主
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
え
る
。 

 

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
に
当
た
り
、
そ
の
範
囲
と
内
容
が
問
わ
れ
る
が
、
前
述
を
踏
ま
え
主
要
な

地
域
資
源
を
連
ね
れ
ば
、
玄
界
灘
に
面
す
る
自
然
環
境
、
宗
像
大
社
関
連
、
唐
津
街
道
関
連
、
お
よ
び

こ
れ
ら
以
外
の
地
域
資
源
と
な
る
（
図
２
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
諸
事
項
は
互
い
が
関
係
し
、
む
な
か

た
地
域
を
一
纏
め
に
す
る
自
然
や
風
景
、
歴
史
遺
産
を
な
し
、
暮
ら
し
や
海
の
安
全
を
願
い
つ
つ
わ
が

国
に
お
け
る
神
道
の
形
成
、
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
固
有
の
も
の
が
あ
る
。 

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
む
な
か
た
地
域
の
全
体
を
包
括
す
る
信
仰
と
文
化
を
紡
い
だ
宗
像
大
社
と
そ
の

関
連
事
項
に
つ
い
て
、
神
都
「
宗
像
」
の
全
景
と
題
し
概
説
す
る
（
一
章
）。
そ
の
上
で
、
む
な
か
た
地

域
発
展
の
原
動
力
と
し
て
そ
の
基
盤
を
な
し
た
唐
津
街
道
と
、
そ
の
拠
点
と
な
り
歴
史
を
見
届
け
、
現

代
に
貴
重
な
情
報
を
橋
渡
し
す
る
三
つ
の
宿
場
ま
ち
巡
り
に
つ
い
て
記
述
す
る
（
二
、
三
章
）。
そ
し
て

最
後
に
、
前
章
ま
で
で
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
玄
界
灘
沿
岸
域
に
関
わ
る
ま
ち
の
物
語
や
神
社
・
歴
史
・

自
然
を
補
完
し
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
（
四
章
）。 

 

む
な
か
た
地
域
の
地
勢
に
つ
い
て 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
宗
像
市
と
福
津
市
は
、
古
代
か
ら
の
九
州
唯
一
つ
の
神
郡
で
あ
る
。
市
政
施
行

ま
で
は
宗
像
郡
の
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
む
な
か
た
地
域
と
呼
ば
れ
た
。
江
戸
時
代
末
期
、
集
落
単
位
と

い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
小
さ
な
６
０
の
村
々
の
集
ま
り
を
な
す
ほ
ど
に
発
展
し
、
明
治
時
代
の
町
村
制
の

施
行
で
１
７
村
に
く
く
ら
れ
た
が
、
図
１
は
そ
う
し
た
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
後
の
展
開
を
見
る
と
、
赤
間
町
や
津
屋
崎
町
な
ど
い
く
つ
か
の
町
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
経
済
発
展
で
町
村
合
併
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
２
０
０
５
年
に
宗
像
市

と
福
津
市
の
２
市
体
制
と
な
り
、
村
や
町
と
よ
ぶ
基
礎
自
治
体
が
む
な
か
た
地
域
か
ら
全
て
解
消
し
た
。

と
は
い
え
、
２
つ
の
市
は
個
別
に
独
立
し
た
の
で
は
な
く
、
小
中
の
学
校
区
は
そ
れ
ま
で
の
こ
と
を
ベ

ー
ス
に
し
つ
つ
、
国
・
県
の
出
先
機
関
の
運
営
、
広
域
自
治
行
政(

水
道
、
ご
み
処
理
、
救
急
、
消
防
な

ど)

の
強
化
、
主
要
産
業
に
関
わ
る
農
協
や
漁
協
の
一
元
的
運
営
、
大
学
の
進
出
な
ど
で
、
よ
り
繋
が
り

を
強
め
る
に
至
っ
て
い
る
。 

な
お
、
図
１
を
示
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
や
そ
れ
を
も
と
に
し
た
明
治
時
代
の
村
の
名
が
、
現
在
も

一口メモ(１)：大宝律令にさかのぼる九州唯一つの神郡「宗像」 

 日本書紀によれば、天武天皇（大海人皇子）の第一皇子に高市皇子がいるが、その母は胸形君徳善（とくぜん）の娘・尼子娘（あまこ

のいらつめ）と記されている(一口メモ(２))。その頃、大宝律令の制定（701 年）が進められ、特定の神社に関し神郡（しんぐん）が定

められた。郡からの収入を神社の修理、祭祀費にあてる特別の扱いをする郡のことである。令集解によれば、723年（養老7年）に全国

で 8 か所の神郡があり、その一つに筑前国宗像郡が挙げられ、九州では唯一つである。いわば宗像大社のための領地、神域であり、そ

の住民は神領民ともいわれ、本文に述べるように通常とは別で、特異な文化圏を形成している。 

図2 神郡「宗像」の三大地域資源と道路網
による回遊ルート(ピンク色のリンク)と距離

イメージ 
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両
市
内
の
多
く
で
地
区
名
、
字
名
に
用
い
ら
れ
、
公
共
施
設
名
や
店
名
の
由
来
と
な
り
、
あ
る
い
は
む

な
か
た
地
域
の
遺
跡
や
歴
史
、
人
々
の
思
い
や
活
動
を
語
る
上
で
不
可
欠
な
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
宗
像
市
は
、
福
岡
市
お
よ
び
北
九
州
市
の
中
間
に
あ
り
、
特
に
第
２
次
世
界
大
戦
後
だ

が
、
両
市
か
ら
１
時
間
足
ら
ず
の
通
勤
・
通
学
圏
と
し
て
開
発
が
進
ん
だ
郊
外
型
住
宅
都
市
で
あ
る
。

人
口
も
若
干
だ
が
い
ま
な
お
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
２
つ
の
大
都
市
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。 

地
勢
に
つ
い
て
み
る
と
、
南
端
で
山
地
に
接
し
、
東
側
の
岡
垣
町
と
は
、
地
域
を
守
る
か
の
よ
う
に
、

宗
像
四
塚
連
山
（
湯
川
山
、
孔
大
寺
山
、
金
山
（
か
な
や
ま
）、
城
山
（
じ
ょ
う
や
ま
））
が
境
を
な
し

横
た
わ
っ
て
い
る
（
写
真
①
、
図
２
参
照
）。
北
側
は
玄
界
灘
で
、
神
湊
（
こ
う
の
み
な
と
）
の
半
島
の

先
に
勝
島
（
無
人
の
小
島
）
が
あ
り
、
地
島
、
大
島
が
あ
る
と
と
も
に
、
沖
合
に
沖
ノ
島
が
浮
ん
で
い

る
。 一

方
、
福
津
市
も
、
南
に
山
地
が
あ
り
、
北
は
玄
海
灘
の
海
域
に
面
し
、
渡
半
島
の
北
西
端
に
市
内

唯
一
つ
の
鼓
島
（
つ
づ
み
じ
ま
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
岩
礁
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
山
地
も
少
な
く
、

森
林
面
積
は
宗
像
市
の
３
割
程
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
福
津
市
は
、
宗
像
市
に
比
し
て
人

口
、
面
積
は
小
さ
い
が
、
人
口
密
度
は
逆
に
約
１
．
５
倍
で
あ
り
、
都
市
と
し
て
の
姿
が
よ
り
鮮
明
で

あ
る
。 

 

要
す
る
に
、
む
な
か
た
地
域
を
全
貌
す
れ
ば
、
馬
蹄
に
似
た
地
形
を
も
つ
２
つ
の
郊
外
都
市
が
背
中

合
わ
せ
に
く
っ
つ
い
て
一
体
と
な
り
、
東
西
、
南
北
２
０
㎞
に
わ
た
り
広
が
っ
て
い
る
。
玄
界
灘
に
面

す
る
海
岸
は
、
鐘
崎
、
神
湊
な
ど
の
半
島
が
突
き
出
て
、
そ
の
間
は
そ
れ
ぞ
れ
で
延
長
５
㎞
以
上
に
も

及
ぶ
砂
浜
が
弧
を
描
き
、
海
水
浴
や
海
の
レ
ジ
ャ
ー
に
と
市
民
や
遠
来
の
客
が
一
緒
に
な
り
楽
し
む
姿

が
あ
る
。 

あ
る
い
は
、
緑
ゆ
た
か
な
小
高
い
山
々
に
囲
ま
れ
、
九
州
唯
一
の
神
郡
由
来
の
歴
史
遺
産
・
遺
跡
を

積
み
重
ね
る
と
と
も
に
、
玄
界
灘
に
面
し
た
浦
々
で
漁
業
が
活
発
で
あ
る
一
方
、
地
域
の
両
サ
イ
ド
に

あ
る
大
都
市
と
の
繋
が
り
を
強
め
な
が
ら
、
複
数
の
住
宅
団
地
が
鉄
道
お
よ
び
国
道
に
沿
っ
て
整
備
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

因
み
に
、
地
域
の
全
人
口
は
約
１
６
万
人
、
人
口
密
度
は
９
５
０
人
／
㎢
で
あ
る
。
ま
た
、
図
１
に

宗
像
市
お
よ
び
福
津
市
の
市
章
を
示
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
こ
う
し
た
む
な
か
た
の
状
況
を
意
識
し
て
作

成
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
宗
像
大
社
、
宮
地
嶽
神
社
の
加
護
の
も
と
、
海
と
山
、
田
園
と
都
市
が
ぴ

っ
た
り
合
わ
さ
り
、
群
れ
な
す
人
々
が
飛
び
跳
ね
し
て
暮
ら
す
文
化
都
市
の
紋
章
と
の
感
が
あ
る
。 

む
な
か
た
地
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て 

む
な
か
た
地
域
は
、
そ
の
地
理
・
地
形
状
況
を
踏
ま
え
、
古
代
か
ら
広
域
交
通
に
対
処
す
る
交
通
ル

ー
ト
が
あ
り
、
都
と
大
宰
府
を
結
ぶ
山
陽
道
・
大

宰
府
路
が
通
過
し
た
。
あ
る
い
は
、
古
代
海
人
族

が
定
住
し
、
我
が
国
の
外
交
や
対
外
交
易
の
た

め
の
航
海
を
担
い
、
大
和
政
権
を
支
え
て
き
た
。 

近
世
に
は
筑
前
国
の
幹
線
道
の
一
つ
と
し
て

西
洋
の
学
問
、
文
化
等
の
交
流
の
道
で
あ
る
長

崎
街
道
の
情
報
が
伝
わ
る
要
衝
と
し
て
唐
津
街

道
と
宿
場
町
が
発
達
し
、活
発
な
往
来
が
あ
っ
た
。 

加
え
て
江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
、
筑
豊

地
域
で
石
炭
が
採
掘
さ
れ
近
代
の
重
要
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
な
り
、
ま
た
、
明
治
時
代
に
は
隣
接

し
た
北
九
州
市
八
幡
地
区
に
製
鉄
所
が
建
設
さ

れ
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
幹
線
道
や
鉄
道
の
建
設

が
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
む
な
か
た
地
域
は
時
代
に
即

し
て
広
域
交
通
の
中
継
の
役
を
果
た
し
、
そ
の

こ
と
が
地
域
の
ア
ク
セ
ス
の
向
上
へ
と
つ
な
が

り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
む
な
か

た
地
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
必
然
的
に
充
実
し
た

と
い
っ
て
よ
い
。 

福
岡
空
港
、
北
九
州
空
港
、
お
よ
び
山
陽
・
九

州
新
幹
線
の
小
倉
駅
、
博
多
駅
が
、
国
内
外
か
ら

む
な
か
た
地
域
へ
流
出
入
す
る
た
め
の
交
通
拠

点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
つ
な
が
る
鹿
児
島
本

線
や
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道
が
本
地
域
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
基
軸
と
な
り
、
そ
れ
ら
と
域
内
の
国

道
お
よ
び
主
要
な
県
道
が
繋
が
る
状
態
に
あ
る
。 

地
域
に
隣
接
し
て
九
州
縦
貫
自
動
車
道
が
通
過
し
、
む
な
か
た
に
近
接
す
る
宮
田
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
、

若
宮
Ｉ
Ｃ
、
古
賀
Ｉ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
、
九
州
北
部
の
諸
地
域
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
例
え
ば
高
速
道
路
の
若
宮
Ｉ
Ｃ
を
用
い
る
場
合
は
、
Ｉ
Ｃ
を
出
て
一
般
県
道
７
５
号
に
入
り
、

Ｊ
Ｒ
教
育
大
前
駅
方
面
に
約
８
㎞
進
め
ば
か
つ
て
の
赤
間
宿
で
あ
る
。
こ
の
赤
間
か
ら
博
多
方
面
へ
５

㎞
ほ
ど
進
め
ば
原
町
、
そ
し
て
畦
町
に
辿
り
つ
く
。
若
宮
Ｉ
Ｃ
か
ら
は
、
県
道
３
５
号
お
よ
び
国
道
４

９
５
号
と
進
む
と
宮
地
嶽
神
社
に
９
㎞
、
２
０
分
で
到
着
す
る
。 

鉄
道
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
が
通
過
し
、
前
述
の
空
港
や
新
幹
線
利
用
も
含
め
、
福
岡
市

や
北
九
州
市
か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
駅
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
の
福
間
、
東
福
間
、
東
郷
、
赤
間
、

図3 空港と鉄道によるむなかた地域へのアクセス 
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教
育
大
前
の
５
駅
が
あ
る(

図
２
、
図
３
参
照)

。
北
九
州
、
福
岡
の
両
都
市
か
ら
４
０
分
ほ
ど
の
時
間

距
離
で
あ
り
、
教
育
大
前
駅
に
着
く
と
、
そ
の
す
ぐ
の
と
こ
ろ
が
本
風
景
街
道
に
お
け
る
唐
津
街
道
起

終
点
と
な
る
赤
間
宿
で
あ
る
。
赤
間
駅
、
東
郷
駅
お
よ
び
福
間
駅
の
周
辺
は
宗
像
、
福
津
両
都
市
の
中

心
市
街
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
世
界
遺
産
の
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
や
、
域
内

各
方
面
に
向
け
た
路
線
バ
ス
が
発
着
し
て
い
る
。 

あ
る
い
は
、
福
岡
市
都
心
部
の
天
神
地
区
か
ら
も
福
間
、
赤
間
、
宗
像
大
社
、
神
湊
な
ど
の
主
要
地

区
に
向
け
て
の
バ
ス
路
線
が
あ
り
、
近
年
そ
の
利
用
が
活
発
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
ア
ク
セ
ス
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
そ
の
多
頻
度
な
運
行
を
踏
ま
え
、
２
大
都
市
、
福

岡
市
お
よ
び
北
九
州
市
か
ら
み
る
と
、
む
な
か
た
地
域
は
そ
れ
ら
の
両
都
市
圏
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
、

思
い
立
っ
て
即
座
に
で
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
郊
外
都
市
で
あ
る
。 

 

む
な
か
た
地
域
を
巡
る
風
景
街
道
の
構
築
に
あ
た
っ
て 

 

む
な
か
た
地
域
内
で
コ
ア
と
な
る
主
要
な
地
域
資
源
を
絞
り
込
め
ば
、
古
代
神
道
を
今
に
つ
な
ぐ
宗

像
大
社
関
連
、
唐
津
街
道
に
お
け
る
オ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
宿
場
ま
ち
、
夕
陽
に
輝
く
宮
地
嶽
神

社
と
津
屋
崎
千
軒
の
福
津
地
区
の
３
点
が
あ
る
（
図
２
）。
こ
れ
ら
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
周
辺
を
含
め
た
神

郡
「
宗
像
」
が
、
本
ガ
イ
ド
が
対
象
と
す
る
風
景
街
道
の
エ
リ
ア
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
む
な
か
た
地
域
の
道
路
網
を
展
望
す
れ
ば
、
本
地
域
内
は
２
つ
の
国
道
３
号

と
国
道
４
９
５
号
が
貫
通
し
、
域
内
回
遊
の
縦
糸
で
あ
り
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
る
。 

そ
の
上
で
、
域
内
で
は
主
要
地
方
道
が
発
達
し
補
完
し
て
い
る
。
赤
間
・
神
湊
間
の
宗
像
玄
海
線
６

９
号
、
福
津
市
か
ら
玄
海
迄
の
福
間
宗
像
玄
海
線
９
７
号
、
南
北
間
の
赤
間
・
鐘
崎
を
結
ぶ
若
宮
玄
海

線
７
５
号
、
さ
ら
に
、
南
側
の
東
西
を
結
ぶ
飯
塚
福
間
線
３
０
号
な
ど
が
あ
り
、
山
地
や
山
麓
、
平
地
、

沿
岸
を
縦
横
断
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
に
も
と
づ
く
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
規
模
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
地
域
内
各
地

点
間
の
道
路
距
離
を
示
せ
ば
図
２
の
付
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
拠
点
間
の
各
リ
ン
ク
は
１
０
分
程

度
ド
ラ
イ
ブ
す
る
繋
が
り
で
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
各
駅
を
起
点
に
行
先
毎
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
バ
ス
路
線
お
よ

び
島
へ
の
定
期
航
路
が
あ
る
。 

あ
る
い
は
、
一
部
の
山
麓
や
峠
を
除
け
ば
、
さ
ほ
ど
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
も
な
く
、
３
、
４
日
に
分
け

れ
ば
、
福
岡
、
北
九
州
か
ら
の
レ
ー
ル
＆
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
日
帰
り
ツ
ア
ー
の
繰
り
返
し
も
十

分
可
能
で
あ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
よ
り
具
体
的
に
主
要
な
地
域
資
源
と
道
路
網
・
交
通
網
に
も
と
づ
く
回
遊
の
た
め

の
地
域
内
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
を
示
せ
ば
図
２
の
太
線
の
と
お
り
で
あ
る
。
世
界
遺
産
・
宗
像
大
社
に
登

録
さ
れ
た
構
成
資
産
（
一
章
４
節
）
に
限
れ
ば
、

宗
像
市
田
島
、
宗
像
市
大
島
、
福
津
市
勝
山
の
玄

界
灘
の
沿
岸
地
域
を
巡
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

に
は
国
道
４
９
５
号
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、
こ
れ
に

県
道
６
９
号
を
加
え
れ
ば
よ
い
。 

宗
像
大
社
の
中
津
宮
が
あ
る
大
島
へ
は
、
国
道

４
９
５
号
や
県
道
６
９
号
、
あ
る
い
は
東
郷
駅
か

ら
の
バ
ス
を
活
用
し
て
神
湊
港
に
ア
ク
セ
ス
し
、

そ
こ
か
ら
フ
ェ
リ
ー
や
旅
客
船
を
活
用
す
れ
ば
よ

く
、
島
内
は
県
道
５
４
１
号
が
周
回
し
て
い
る
。 

唐
津
街
道
は
、
近
く
を
国
道
３
号
が
通
過
し
、

こ
れ
を
各
地
域
の
景
観
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る

メ
イ
ン
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
教
育
大

前
駅
、
あ
る
い
は
逆
に
福
間
駅
か
ら
県
道
５
０
３

号
に
沿
っ
て
進
む
と
、
赤
間
、
原
町
お
よ
び
畦
町

の
３
宿
場
間
が
往
来
で
き
る
。
因
み
に
、
赤
間
宿

と
畦
町
と
の
距
離
は
約
９
㎞
で
あ
り
、
歩
く
だ
け

な
ら
ば
２
時
間
程
度
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
や
各
藩

の
参
勤
交
代
の
よ
う
に
途
中
で
寄
り
道
し
、
休
む

に
し
て
も
１
日
ト
リ
ッ
プ
で
済
む
。 

重
複
す
る
が
、
福
津
地
区
に
つ
い
て
は
、
国
道

４
９
５
号
で
、
福
津
市
勝
浦
・
奴
山
の
新
原
・
奴
山
古
墳
に
加
え
て
、
塩
田
跡
、
津
屋
崎
千
軒
、
宮
地

嶽
神
社
と
巡
り
、
そ
の
上
で
長
大
な
弧
を
描
く
福
津
海
岸
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
間
駅
と
勝
浦

間
の
距
離
は
約
９
㎞
で
、
こ
れ
ま
た
２
時
間
程
度
の
徒
歩
距
離
で
あ
る
。
加
え
て
、
Ｊ
Ｒ
各
駅
を
拠
点

に
し
た
地
域
内
の
バ
ス
路
線
が
あ
る
が
、
本
数
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
、
事
前
の
検
討
が
必
要
で
あ

る
。 む

な
か
た
地
域
を
巡
る
に
あ
た
り
、
参
考
と
な
る
情
報
や
地
図
な
ど
の
資
料
が
必
要
だ
が
、
表
１
の

現
地
案
内
所
で
入
手
で
き
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
も
充
実
し
て
い
る
の
で
活
用
す
る
と
よ
い
。 

 

一 
神
郡
「
宗
像
」
の
全
景 

地域 情報案内所 住所 電話

福岡県文化振興課世界遺産室 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3162

宗像市世界遺産課 宗像市深田588 0940-62-2600

福津市文化財課 福津市中央1-1-1 0940-43-8134

宗像市商工観光課 宗像市東郷1-1-1 0940-36-0037

宗像観光協会情報コーナー 宗像市江口1172 0940-62-3811

（道の駅むなかた内）

街道の駅　赤馬館 宗像市赤間4-1-8 0940-36-4128

ふくつ観光協会 福津市中央3-1-1 0940-42-9988

宗像歴史観光ボランティアの会 宗像市江口1172 0940-62-3811

（道の駅むなかた内）

おおしま観光案内所 宗像市大島1809-18 0940-72-2226

宗

像

地

域

表1 情報案内 
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１ 

古
代
の
景―

古
代
祭
祀
の
時
代 

 

ａ 

古
代
に
お
け
る
交
流
の
景 

我
が
国
で
最
も
古
い
歴
史
書
の
「
古
事
記
」（
７
１
２
年
）、「
日
本
書
紀
」（
７
２
０
年
）

に
、
む
な
か
た
地
域
の
こ
と
と
し
て
宗
像
大
社
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
像
大

神
は
、
別
称
を
「
道
主
貴
（
み
ち
ぬ
し
の
む
ち
」
と
い
い
、「
最
高
の
道
の
神
」
と
さ
れ
て
い

る
（
日
本
書
紀
）。
古
代
に
は
海
の
航
海
の
安
全
の
神
と
し
て
、
今
日
で
は
交
通
安
全
の
神

と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
貴
（
む
ち
）」
は
神
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
。
因
み
に
、
天

照
大
神
は
「
大
日
孁
貴
（
お
お
ひ
る
め
の
む
ち
）」、
出
雲
大
社
の
大
国
主
命
は
「
大
己
貴
」

（
お
お
な
む
ち
）
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
三
神
だ
け
に
貴
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
宗
像
大
神
は
、
須
佐
之
男
命
と
の
誓
約
（
う
け
い
）
で
天
照
大
神
か
ら
生
ま
れ
た

三
女
神
の 

田
心
姫
（
タ
ゴ
リ
ヒ
メ
）（
沖
ノ
島
・
沖
津
宮
）
②
、 

湍
津
姫
（
タ
ギ
ツ
ヒ
メ
）（
大
島
・
中
津
宮
）
④
、 

市
杵
島
姫
（
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
）（
田
島
・
辺
津
宮
）
③
、 

で
あ
る
。
天
照
大
神
の
命
を
受
け
て
天
孫
を
助
け
る
た
め
に
、
海
の
守
り
神
と
し
て
海
北
道

中
（
宗
像
の
田
島
か
ら
、
大
島
、
沖
ノ
島
を
経
て
朝
鮮
半
島
に
至
る
海
路
）
に
降
り
、
三
つ

の
宮
に
分
け
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
も
の
が
宗
像
大
社
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
に
古
代
祭
場
跡
と
本
殿
が
あ
り
、
わ
が
国
の
神
道
祭
祀
の
起
源
を
な
す
が
、
こ
れ
ら
は
む

な
か
た
地
域
に
お
け
る
計
り
知
れ
な
い
遺
産
で
あ
る
。 

３
世
紀
の
卑
弥
呼
の
頃
か
ら
大
陸
の
魏
と
の
交
流
が
あ
り
、
４
世
紀
の
大
和
政
権
の
成
立

後
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
と
の
結
び
付
き
が
強
ま
る
中
、
鉄
器
・
須
恵
器
の
生
産
、
機
織
り
、

工
芸
漆
器
の
伝
搬
、
土
木
技
術
や
仏
教
の
伝
来
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
博
多
湾
周
辺
地
域

が
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
な
り
、
朝
鮮
半
島
へ
２
０
０
㎞
と
最
短
に
位
置
す
る
宗
像
は
そ
の
拠
点

を
な
し
た
。
大
海
を
往
来
す
る
航
海
技
術
を
備
え
た
海
人
族
が
内
海
な
す
沿
岸
域
に
住
み
、

４
世
紀
か
ら
９
世
紀
に
か
け
、
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。 

言
い
か
え
れ
ば
、
わ
が
国
（
倭
国
）
と
百
済
な
ど
と
の
親
交
が
深
ま
り
、
交
流
が
活
発
に

な
る
に
つ
れ
、
そ
の
途
中
に
あ
る
島
伝
い
、
取
り
分
け
沖
ノ
島
で
、
航
海
の
安
全
祈
願
の
祭

祀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
古
代
祭
祀
の
先
駆
け
で
あ
り
、
そ
の
様
は
岩
上
、
岩
陰
、
露

天
な
ど
と
移
り
変
わ
り
、
そ
し
て
現
在
の
神
殿
で
祀
る
方
式
へ
と
進
展
し
た
。
こ
の
間
の
経

緯
を
、
世
界
遺
産
と
し
て
公
表
さ
れ
た
沖
ノ
島
の
資
料
を
参
考
に
、
著
者
な
り
に
簡
略
化
し

③ 宗像大社辺津宮 市杵島姫神（宗像市田島） ② 宗像大社沖津宮 田心姫神（宗像市沖ノ島） 

図4 ユネスコ世界遺産“宗像大社” ④ フェリーから眺める宗像市の大島 
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て
説
明
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
始
ま
り
は
４
後
世
紀
後
半
～
５
世
紀
の
古
墳
時
代
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
へ
の
進

出
、
伽
耶
へ
の
出
兵
、
倭
五
王
の
中
国
南
朝
宗
へ
の
遣
宗
使
が
貢
物
を
送
る
な
ど
の

往
来
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
沖
ノ
島
に
お
け
る
巨
岩
の
上
で
岩
上
祭
祀
が
行
わ

れ
、
航
海
の
安
全
が
祈
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
所
の
岩
の
隙
間
か
ら
銅
鏡
、
勾
玉
、
鉄

剣
な
ど
の
奉
納
品
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
古
墳
群
の
副
葬
品
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
る
。 

続
く
５
世
紀
後
半
～
７
世
紀
は
、
百
済
か
ら
仏
教
が
伝
来
、
聖
徳
太
子
の
摂
政
、

遣
隋
使
の
派
遣
な
ど
が
あ
っ
た
古
墳
お
よ
び
飛
鳥
時
代
で
あ
る
。
庇
状
に
な
っ
た
巨

岩
の
陰
で
の
祭
祀
へ
と
変
わ
り
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
金
銅
製
の
馬
具
、
金

製
指
輪
、
さ
ら
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
由
と
考
え
ら
れ
る
イ
ラ
ン
製
の
カ
ッ
ト
グ
ラ

ス
碗
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。 

飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
７
世
紀
後
半
～
８
世
紀
前
半
、
わ
が
国
は
白
村

江
の
戦
い(

６
６
３
年)

に
敗
れ
、
防
人
の
配
備
、
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
た
時
代
で
あ

る
。
ま
た
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
万
葉
集
な
ど
が
編
纂
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
僅
か
な
岩
陰
と
大
部
分
の
露
天
に
ま
た
が
る
半
岩
陰
・
半
露
天
祭

祀
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
祭
祀
場
の
跡
か
ら
唐
時
代
の
彩
色
豊
か
な
陶
器
・
唐

三
彩
長
頸
瓶
片
、
金
銅
製
の
龍
頭
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
８
世
紀
～
９
世
紀
末
の
奈
良
時
代
～
平
安
時
代
中
期
は
、
巨
岩
を
離
れ
、

現
在
の
沖
津
宮
の
近
く
の
平
坦
地
に
お
け
る
露
天
祭
祀
へ
と
変
化
し
た
。
こ
の
頃
に

な
る
と
神
仏
習
合
が
始
ま
っ
た
が
、
金
銅
製
の
紡
織
具
、
人
形
、
琴
、
土
器
と
い
っ

た
雛
型
の
祭
祀
品
が
残
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
わ
が
国
で
製
造
さ
れ
た
銅
銭
の
富
寿
神

宝
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
祭
祀
の
あ
り
方
に
仏
教
が
影
響
す
る
な
ど

の
特
段
の
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

沖
ノ
島
の
古
代
祭
祀
は
、
約
５
０
０
年
間
続
い
た
が
、
９
世
紀
末
、
皆
さ
ん
も
周

知
の
よ
う
に
、
菅
原
道
真
の
建
議
（
８
９
４
年
）
で
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
、
本
章
４

節
に
述
べ
る
よ
う
に
神
殿
が
建
て
ら
れ
る
に
至
り
、
消
滅
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
し
て
も
島
か
ら
は
数
え
き
れ
な
い
出
土
品
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
８
万

点
以
上
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
海
の
正
倉
院
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。 

本
遺
産
で
、
九
州
本
島
の
辺
津
宮
の
裏
手
に
高
宮
祭
場
⑥
が
あ
る
。
露
天
祭
祀
の

場
だ
が
、
い
ま
で
も
例
大
祭
や
雨
ご
い
な
ど
が
行
わ
れ
、
正
面
奥
に
磐
境
（
い
わ
さ

か
）
や
神
籬
（
ひ
も
ろ
ぎ
）
が
あ
る
。
写
真
に
見
る
よ
う
に
、
磐
境
は
自
然
石
を
並

⑦ 新原・奴山古墳群（ユネスコ世界遺産：福津市） 

⑥ 高宮祭場（古代祭場） ⑤ 宗像大社中津宮 湍津姫神（宗像市大島） 

 一口メモ(2)：宗像氏と天皇家との関係 

７世紀頃、宗像氏は胸形氏とも記し、胸形君徳

善（むなかたのきみとくぜん）の子の尼子娘（あ

まこのいらつめ）が大海人皇子（後の天武天皇）

と結ばれ高市皇子をもうけている。このことは

宗像氏と大和朝廷との強い関係があったことを

物語るものである。 

一口メモ(3)：天皇の呼称、住吉神のいわれについて（荒木博之、田村園澄：古代海人の

謎 宗像シンポジウム、海島ブックス、1991） 

文献によれば、天皇の呼称のスメラミコトのスメは清なる意味のスミからきてい

るとされ（日本書記で清の字の文脈では９割が天皇に関わっている）、住吉神のスミ

も清なる意味からきていると言われ（日本人のスムは透明になると考えていたとこ

ろから清に繋がる）、畿内の古府・百舌鳥古墳群にある大和朝廷の巨大古墳が築造さ

れた５世紀頃から朝廷との強い関係があるとされている。 
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べ
て
造
ら
れ
た
径
１
、
２
ｍ
の
区
画
の
祭
場
で
あ
り
、
神
籬
は
、
祭
祀
の
対
象
と
な
る
神
霊
が
招

か
れ
て
依
り
つ
く
石
や
樹
木
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

九
州
本
土
の
辺
津
宮
③
、
⑧
と
、
大
島
の
中
津
宮
⑤
、
沖
ノ
島
の
沖
津
宮
⑨
の
３
社
は
一
直
線

に
結
ば
れ(

図
４)
、
こ
れ
ら
を
合
せ
た
も
の
が
宗
像
大
社
で
、
そ
の
こ
と
自
体
が
何
か
神
が
か
り

な
思
い
が
す
る
。
ま
た
、
沖
ノ
島
は
、
全
体
が
ご
神
体
で
神
職
な
ど
の
関
係
者
以
外
は
直
接
上
陸

で
き
ず
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
江
戸
時
代
に
、

鎖
国
で
外
国
船
監
視
の
た
め
福
岡
藩
の
防
人
が
置
か
れ
て
い
た
と
の
聞
き
取
り
記
録
も
あ
る
（
筑

前
続
風
土
記
）。 

以
上
の
他
、
本
遺
産
に
関
連
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
５
～
６
世
紀
の
新
原
・
奴
山
（
し
ん
ば
る
・

ぬ
や
ま
）
古
墳
群
⑦
が
あ
る
。
新
原
、
奴
山
と
は
古
墳
が
展
開
す
る
土
地
の
字
名
で
あ
り
、
こ
れ

ら
は
、
地
域
に
お
け
る
海
人
族
の
支
配
者
と
し
て
の
宗
像
氏
な
ど
海
の
民
が
静
か
に
眠
る
墓
で
あ

る
。 ｂ 

中
古
代
（
平
安
時
代
）
の
景 

む
な
か
た
地
域
を
支
配
し
て
い
た
海
人
族
は
、
古
事
記
で
は
“
胸
形
”、
日
本
書
紀
で
は
“
胸

肩
、
胸
形
、
胸
方
”
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
正
倉
院
文
書
な
ど
に
は
“
宗
形
”
と
あ
る
が
、
後
に

宗
像
氏
に
改
め
ら
れ
た
。
大
化
の
改
新
で
国
郡
制
が
敷
か
れ
、
宗
像
大
社
の
神
主
が
神
郡
の
大
領

（
郡
を
治
め
る
地
方
官
）
を
兼
ね
た(

７
世
紀
後
半)

。
そ
の
後
、
６
８
４
年
に
お
け
る
八
色
の
姓

が
制
定
さ
れ
た
が
、
胸
形
君
は
朝
臣
の
姓
を
受
け
て
宗
像
朝
臣
と
な
っ
た(

一
口
メ
モ(

２)

参
照)

。 

１
０
世
紀
に
入
る
と
神
主
の
大
領
兼
任
が
禁
じ
ら
れ
、
社
家
を
分
離
し
、
大
宮
司
職
（
神
社
の

神
職
の
長
）
が
正
式
に
認
可
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
像
氏
が
そ
の
権
威
を
確
立
す
る
と
共
に

武
士
化
し
、
国
人
（
地
方
の
領
主
）
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
平
治
の
乱
（
１
１
５
９
年
）

(

注)

で
勝
利
し
た
平
家
と
宗
像
大
宮
司
が
結
び
つ
き
を
強
め
、
宗
像
一
族
で
あ
る
許
斐
（
こ
の
み
）

氏
は
平
重
盛
の
船
奉
行
、
船
大
将
を
勤
め
た
。
ま
た
、
領
地
に
つ
い
て
は
、
山
田
郷
が
早
く
か
ら

拓
か
れ
、
そ
こ
に
私
領
が
あ
り
、
そ
の
周
り
へ
と
切
り
拓
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

（
注
）
１
１
５
９
年
、
後
白
河
法
皇
を
め
ぐ
り
、
藤
原
通
憲
と
藤
原
信
頼
が
対
立
し
、
前
者
に
平
氏
清
盛
が
、

後
者
に
源
義
朝
が
つ
い
て
争
っ
た
が
、
法
皇
は
幽
閉
、
通
憲
は
殺
さ
れ
、
信
頼
は
斬
罪
、
源
義
朝
も
東
国
に

逃
れ
る
途
中
殺
さ
れ
、
義
朝
の
子
頼
朝
は
伊
豆
に
流
さ
れ
た
。 

 ２ 

中
世
の
景—

宗
像
大
宮
司
の
時
代 

 

ａ 

源
氏
の
御
家
人
と
な
っ
た
宗
像
氏
の
鎌
倉
時
代
、 

⑩ 沖ノ島の沖津宮遥拝所（宗像市大島） 

⑧ 宗像大社の辺津宮（宗像市田島） ⑨ 宗像大社の沖津宮（宗像市沖ノ島） 
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鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
宗
像
大
宮
司
は
平
家
方
か
ら
源
氏
方
へ
と
転
じ
て
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
と
な

り
所
領
が
安
堵
さ
れ
、
日
宋
貿
易
で
栄
え
た
。
そ
の
当
時
の
、
行
政
組
織
を
み
る
と
（
宗
像
市
史 

通

史
編
三
巻―

古
代
・
中
世
・
近
世
）、
宗
像
大
宮
司.

を
頂
点
に
、
そ
の
行
動
を
強
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
内

談
（
な
い
だ
ん
）
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
全
会
一
致
を
原
則
と
す
る
合
議
機
関
で
あ
り
、
宗
像

氏
の
一
族
や
有
力
御
家
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
大
宮
司
と
内
談
の
も
と
、
公
文
所
（
く
も
ん
じ
ょ
）
と
田
所
（
た
ど
こ
ろ
）
が
あ
っ
た
。
前
者

は
郷
単
位
に
農
民
に
課
す
る
多
く
の
諸
税
の
配
分
や
、
税
、
鎧
、
馬
な
ど
を
納
め
る
納
所
（
な
つ
し
ょ
）

を
管
理
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
を
管
轄
し
た
。
後
者
は
図
師
が
行
う
検
田
等
の
土
地
関
連
事
務
や

人
夫
、
伝
馬
の
割
り
振
り
な
ど
を
行
い
、
こ
れ
ら
を
担
当
す
る
役
人
を
宗
像
直
人
（
じ
き
に
ん
）
と
呼

ん
だ
。 

下
部
の
郷
に
は
、
年
貢
米
、
神
田
米
、
立
用
米
、
神
役
を
徴
収
す
る
弁
済
使
（
べ
ん
さ
い
し
）、
事
務

な
ど
の
書
記
を
す
る
公
文
（
く
も
ん
）、
年
貢
公
事
徴
収
の
責
任
者
と
し
て
の
名
主
（
み
よ
う
し
ゆ
）
が

設
け
ら
れ
、
加
え
て
、
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
検
非
違
所
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
宗
像
大
宮
司
が
こ
れ

ら
を
統
括
し
た
。 

ｂ 

南
北
朝
の
動
乱
を
生
き
抜
い
た
宗
像
家 

 

南
北
朝
の
頃
に
な
る
と
北
条
氏
の
残
党
に
よ
る
反
乱
が
各
地
で
起
こ
っ
た
。
北
部
九
州
で
も
鎮
西
探

題
の
北
条
英
時
の
養
子
と
な
っ
た
規
矩
高
政
（
注
）
が
、
豊
前
田
川
郡
糸
田
庄
（
福
岡
県
田
川
郡
糸
田

町
）
を
領
し
た
実
弟
の
糸
田
貞
義
と
共
に
、
帆
柱
山
城
に
立
て
こ
も
る
反
乱
を
お
こ
し
、
宗
像
大
宮
司

が
そ
の
鎮
圧
に
当
た
っ
て
い
る
。 

注
：
鎌
倉
末
期
の
北
条
一
門
の
人
物
で
、
も
と
の
名
は
北
条
高
政
だ
が
、
豊
前
国
規
矩
郡
（
後
の
企
救
郡
で
あ

り
、
現
在
の
北
九
州
市
の
門
司
・
小
倉
一
帯
）
を
領
し
た
こ
と
か
ら
、
規
矩
高
政
と
も
呼
ば
れ
た
。 

ま
た
、
南
朝
側
と
の
戦
乱
で
足
利
尊
氏
が
九
州
に
落
ち
の
び
た
時
、
宗
像
氏
は
尊
氏
を
受
け
入
れ
る

か
否
か
の
議
論
の
末
、
迎
え
入
れ
支
援
し
た
。
宗
像
大
宮
司
の
軍
団
は
武
具
、
軍
馬
、
馬
具
等
を
集
中

管
理
し
て
い
て
、
一
大
事
が
生
じ
た
時
に
家
臣
団
に
配
分
す
る
仕
組
み
が
あ
り
、
尊
氏
一
行
に
対
し
そ

れ
を
供
与
し
支
援
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
九
州
で
の
最
大
の
決
戦
で
あ
る
多
々
良
浜
の
戦
い
（
１
３
３

６
年
）
で
あ
り
、
宮
方
側
に
着
い
た
肥
後
国
の
菊
池
軍
を
破
り
、
反
転
攻
勢
で
京
に
再
上
す
る
機
会
に

繋
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
１
口
メ
モ
（
４
）
参
照
）。 

し
か
し
、
１
３
５
０
年
に
な
る
と
、
足
利
政
権
の
内
乱
が
勃
発
。
社
会
的
に
不
安
定
な
状
況
が
続
く

中
、
九
州
地
方
は
１
３
６
１
年
に
征
西
将
軍
宮
・
懐
良
（
か
ね
よ
し
）
親
王
（
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
）

が
太
宰
府
を
制
圧
し
た
。
ま
た
、
北
部
九
州
の
海
域
で
勢
力
を
持
っ
て
い
た
集
団
や
倭
寇
が
出
没
し
、

明
は
懐
良
親
王
を
日
本
国
王(

外
交
の
上
で)

と
し
て
何
度
も
接
触
を
図
り
鎮
圧
を
強
く
求
め
た
。 

こ
う
し
た
こ
と
も
含
め
、
九
州
の
北
部
で
も
、
政
情
不
安
が
影
響
し
、
宮
方
、
武
家
方
が
入
り
ま
み

れ
て
争
い
、
そ
の
こ
と
で
宗
像
氏
に
大
き
な
影
響
と
苦
難
を
も
た
ら
し
た
。
多
々
あ
る
争
い
の
中
で
、

い
く
つ
か
を
挙
げ
れ
ば
、
南
朝
方
の
菊
池
一
族
、
九
州
探
題
一
色
氏
が
率
い
る
武
家
方
、
お
よ
び
足
利

尊
氏
に
対
立
す
る
少
弐
氏
と
直
冬
（
高
氏
の
弟
の
養
子
）
の
左
殿
方
の
三
者
の
対
立
が
あ
っ
た
。
大
内

氏
と
少
弐
氏
、
少
弐
氏
と
宮
方
、
大
内
氏
と
少
弐
氏
、
大
内
氏
と
大
友
氏
、
大
友
氏
と
毛
利
氏
な
ど
と

の
戦
い
に
翻
弄
さ
れ
、
薩
摩
の
攻
撃
に
も
晒
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
宗
像
氏
は
大
方
の
と
こ
ろ
大
内
氏
と

の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
の
戦
い
で
あ
っ
た
が
、
勝
ち
戦
だ
け
で
な
く
、
負
け
戦
も
あ
る
。
一
時
は
大
島

に
移
り
、
あ
る
い
は
大
内
氏
を
頼
っ
て
吉
敷
郡
黒
川
郷(

山
口
市
の
山
口
大
学
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
あ
た

り)
に
逃
れ
た
こ
と
や
、
身
内
同
士
で
敵
味
方
に
分
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。 

ｃ 
宗
像
大
宮
司
の
交
流
・
交
易 

む
な
か
た
地
域
は
九
州
の
北
部
沿
岸
域
に
位
置
し
、
地
理
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
面
か
ら
も
平
安
末

期
か
ら
中
世
の
初
頭
に
か
け
て
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
や
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
他
地
域

と
相
違
し
、
経
済
的
、
文
化
的
、
か
つ
人
的
交
流
に
独
特
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
学
術
文
化
で
見
る
と
、
宗
像
大
社
に
は
鎌
倉
時
代
の
色
定
法
師
（
し
き
じ
ょ
う
ほ
う
し
。

建
仁
寺
栄
西
の
弟
で
、
臨
済
宗
筑
前
香
正
寺
の
学
僧
）
の
一
筆
一
切
経
の
経
典
（
国
重
要
文
化
財
）
が

１口メモ（４）：南北朝時代の多々良浜の戦いについて 

本文にあるような各地の反乱状態は中央の情勢が反映されているとみることができる。

後醍醐天皇による親政にも関わらず内裏の造営計画、内奏政治、恩賞の不公平等で武士団

達の不満がつのり、人心が少しずつ離れつつあった。その中で、足利尊氏が鎌倉に居座る

ことに対して尊氏追討の命が下り、各地より武士団が京に上ることが起きたが、そうした

内乱の代表的なものが観応の擾乱(1350～1352)である。足利政権の内紛で北朝側につい

た尊氏と南朝側支持の弟の直義との争いで、家臣団等を巻き込んだ争乱であった。 

 本文中の多々良浜（福岡市東区流通センターの近く）の戦いについて、菊池軍の敗戦の

原因は、多々良浜での戦闘での最中に砂塵が舞った煽りを受け、武士団が怯んだとの説も

あるが、肥後国の八代から、戦闘に戦闘を重ねて多々良浜まで来たため、武士団が相当疲

労困憊し、戦意に欠けていたとも言われている。なお、足利尊氏は、宗像大社の辺津宮に

詣でている。 

１口メモ（5）：宗像大宮司家の主な出来事と居城の変遷（現地の説明版により作成) 

 宗像大宮司家の居城として白山（はくざん）城（宗像市池田の弘大寺山から南に伸びた

尾根山頂（319m））、蔦ヶ嶽城（宗像市赤間文教町の城山（369m））、許斐山城（宗像市王

丸と福津市福間町八並の境の許斐山（271m））の跡が現在も残る。許斐山城は、1130年、

15代宗像氏平が許斐に姓を改め築城、後に本家宗像の出城となり、許斐家が継ぐが、1499

年に蔦ヶ嶽城城主に攻められて途絶えた。その後、家臣が再栄させるも1587年に廃城と

なった（福間町史、説明版）。一方、白山城、蔦ヶ嶽城の経緯は以下のとおりである。 

蔦ヶ嶽城（岳山城）        ｜   白山城(山田白山城) 

11世紀 6代宗像妙忠築城と伝えられる。 

1186                  ｜ 36代宗像氏国により築城 

――（1336  足利尊氏を受け入れ、多々良浜で勝利）――― 

1370 54代氏俊が修築し入城。 

1551                  ｜ 黒川鍋寿丸(後の氏貞)が入城 

――（1554  宗像氏の御家騒動で、山田御殿において大惨事）―― 

1557                   | 黒川鍋寿丸が元服し氏貞を名のる。 

1560 79代氏貞が大改修し,岳山城に改名し居城とした。 

1586 氏貞死去で、宗像家断絶 

――（1588 九州征伐の帰途立ち寄った豊臣秀吉の命で廃城となった）―－ 
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あ
り
、
承
天
寺
の
博
多
綱
首
の
張
成
・
李
栄
の
援
助
で
書
写
が
行
わ
れ
た
。
宋
で
制
作
さ
れ
、
藤
原
支

房
（
ふ
じ
わ
ら
な
か
ふ
さ
）
か
ら
献
上
さ
れ
た
石
像
狛
犬
（
国
宝
）、
博
多
綱
首
の
娘
の
張
氏
が
宗
像
大

宮
司
の
宗
像
氏
忠
の
妻
と
な
り
、
そ
の
妻
よ
り
寄
進
さ
れ
た
阿
弥
陀
経
石
（
国
重
要
文
化
財
）
な
ど
が

あ
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
宗
像
大
宮
司
は
宋
と
の
経
済
的
な
強
い
関
係
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
こ
と
に
執
権
・
北
条
時
宗
も
注
目
し
、
宗
像
大
社
を
時
宗
領
に
編
入
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
大
宮
司
領
内
の
津
屋
崎
町
に
は
唐
坊
が
あ
り
、
当
時
の
外
国
人
の
居
留
地
は
現
在
の
津
屋
崎
小

学
校
の
校
庭
が
そ
の
跡
地
⑪
で
、
そ
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
龍
泉
窯
系
の
青
磁
が
出
土
し
た
。
こ
の
こ

と
は
宗
像
大
宮
司
領
内
に
大
陸
貿
易
の
活
動
拠
点
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
国
内
に
目
を
向
け
る
と
、
領
内
に
院
領
と
し
て
、
八
条
、
後
鳥
羽
、
後
高
倉
、
後
嵯
峨
、
亀

山
上
皇
の
年
貢
米
を
代
々
納
め
、
前
述
の
北
条
家
の
鎌
倉
へ
の
領
米
の
輸
送
と
同
様
に
京
都
の
上
皇
院

に
も
年
貢
米
を
輸
送
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
物
資
の
輸
送
や
年
貢
米
の
管
理
、
売
買
を
含
め
幅
広
く

活
動
し
、
こ
れ
ら
の
た
め
、
宗
像
か
ら
都
に
向
け
て
の
交
通
幹
線
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

さ
ら
に
、
沿
岸
の
神
湊
（
こ
う
の
み
な
と
）、
大
島
、
地
島
、
沖
ノ
島
の
港
は
、
航
行
す
る
船
舶
の
避

難
港
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
港
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
海
上
交
通
を
支
配
す
る
こ
と
に
繋
が

る
も
の
で
あ
っ
た
（
１
口
メ
モ
（
６
）
参
照
）。
中
世
期
の
宗
像
大
宮
司
の
こ
の
よ
う
な
海
上
交
通
権
の

支
配
は
、
域
内
の
問
丸
（
中
世
の
商
品
の
委
託
販
売
、
運
送
業
で
、
後
に
営
業
権
を
独
占
し
、
商
業
化

し
た
卸
売
業
を
問
屋
と
呼
ん
だ
）
な
ど
の
流
通
経
済
活
動
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
地
域
の
交
通
網

が
中
世
に
至
っ
て
い
ち
早
く
確
立
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
背
景
に
海
上
交
通
権

や
流
通
業
、
運
送
業
の
仕
組
み
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

ｄ 

芸
能
文
化
と
し
て
の
宗
像
神
社
の
祭
礼 

戦
乱
が
続
き
不
安
定
な
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
む
な
か
た
地
域
で
は
宗
像

大
社
を
中
心
に
盛
大
な
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
村
、
郷
、
嶋
の
各
域
内
に
７

５
の
末
社
が
あ
り
、
６
千
程
の
祭
事
が
あ
っ
た
。
住
人
た
ち
は
、
祭
礼
を
遂
行

す
る
経
済
基
盤
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
田
地
か
ら
の
収
穫
を
財
源
と
し
、

村
民
も
費
用
・
労
力
を
提
供
す
る
こ
と
で
宗
像
の
神
々
か
ら
庇
護
を
受
け
た
。

こ
れ
は
神
と
土
地
や
住
民
と
の
支
配
・
共
同
関
係
が
相
互
に
結
ば
れ
、
確
立
し

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。 

祭
礼
に
は
、
芸
能
が
付
随
し
、
神
を
歓
待
す
る
余
興
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、

放
生
会
で
は
浮
殿
で
饗
宴
が
あ
り
、
昼
に
舞
楽
・
相
撲
が
行
わ
れ
、
夜
に
風
流

（
衣
装
を
ま
と
っ
て
の
群
舞
、
田
楽
、
延
年
舞
（
え
ん
ね
ん
ま
い
）
な
ど
の
後

に
行
わ
れ
る
余

興
的
芸
能
の
総

称
）
が
催
さ
れ
た
。
翌
日
は
、
辺
津
宮
の

惣
社
に
て
風
流
、
田
楽
、
延
年
舞
が
、
そ

の
翌
日
に
は
浮
殿
で
舞
楽
（
蝶
鳥
と
い
う

舞
）
や
相
撲
、
船
闘
（
ふ
ね
く
ら
べ
）
が

あ
り
、
そ
の
後
、
玉
ノ
舞
が
社
の
猿
楽
の

笛
で
舞
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
風
流
、
田
楽
、

延
年
舞
な
ど
は
中
世
に
お
け
る
宗
像
の

代
表
的
な
芸
能
で
あ
っ
た
（
一
口
メ
モ

（
７
）
参
照
）。 

 

宗
像
大
宮
司
家
は
、
前
ペ
ー
ジ
の
１
口

メ
モ
（
５
）
の
年
表
に
示
す
よ
う
に
、
氏

貞
の
死
去
で
嗣
子
な
く
断
絶
し
た
が
、
小

早
川
隆
景
に
仕
え
て
い
た
武
将
・
草
刈
重

継
（
後
室
が
氏
貞
の
次
女
）
が
朝
鮮
出
兵

の
武
功
も
あ
っ
て
豊
臣
秀
吉
か
ら
宗
像

家
の
名
跡
を
与
え
ら
れ
、
祭
祀
を
受
け
継

い
だ
。 

⑪外国人居留地唐坊があった現在の津屋崎小
学校校庭（福津市） 

１口メモ(６)：海上を支配した宗像大宮司 

大宮司は宗像沿岸域の海上交通支配し、沿岸域を航行している

船舶が難破し漂着した場合、積み荷などは船主、荷主の所有権を

離れ、宗像の神の所有物になるという慣習法を持っていた。特に、

冬場の日本海は波浪が強いことで知られ、船舶は沿岸域を航行す

ることから、難破することも多々あり、このような慣習法を備え

ていたと推察される。 

一口メモ(７)：現在の宗像大社の秋季大祭 

今日における宗像大社の祭事を拾い上げると、沖津宮、中津宮、

辺津宮では毎月何かが行われている。その中で、毎年 10 月１日

～３日の秋季大祭（田島放生会、）は、国家安泰を願い、五穀豊穣

に感謝し、生き物の生まれる力を戴くなどで人々が喜びを分かち

合う大切な祭祀である。本文ではかつての放生会の内容を紹介し

たが、現在もそれに近い形で受け継がれている。見学に訪れる人

もいると思われるので紹介しよう。1 日目は、沖津宮と中津宮の

御神輿を乗せた２隻の御座船と100隻を超える漁船が船団を組む

海上パレード“みあれ祭”が行われ、辺津宮に神々をお迎えする。

その後、３日にわたって翁舞、風俗舞、流鏑馬などが披露される。

そして、締めくくりは、３日目の“神奈備祭”である。高宮祭場

において、薄暮の中、明かりをともしながら巫女による悠久の舞

が披露され幻想的である。 

一口メモ（8）：幕末の勤王の志士・平野國臣（1828～1864） 

 福岡市中央区今川の鳥飼神社の境内横に平野神社があり、平野國臣の生誕の地であ

る。福岡藩の武士であった24歳のとき、宗像郡大島に普請方として赴任したが、その

時、藩主の跡目争い（お由羅騒動）で薩摩藩から大島へ亡命していた島津斉彬の側近・

北条右門と知り合い、尊王攘夷に関心を持つに至ったといわれている。すなわち、大島

への赴任は平野國臣が志士へ目覚める一歩であった。 

 その後、35 歳の時脱藩して上京し、薩摩藩士の西郷隆盛や、筑後久留米水天宮神官

で志士の真木和泉、庄内藩の志士・清河八郎らと親交をもち、討幕に奔走した。1863年

に三条実美ら攘夷派公卿や真木和泉と大和行幸を画策するが八月十八日の政変で挫折。

大和国での天誅組に呼応し但馬国生野で挙兵するがまたも失敗し、捕えられて京都所司

代が管理する六角獄舎に預けられたが、禁門の変（1864）の際に生じた火災を口実に殺

害され、37年の短い生涯を閉じた。 

 平野國臣のエピソードとして加えれば、安政の大獄から逃れるため勤王攘夷派の僧

侶・月照と共に錦江湾に身を投じた西郷隆盛を助けている。また 

我胸の燃ゆる思ひに くらぶれば 烟はうすし 桜島山 

を詠んだことでも知られている。 
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３ 

近
世
の
景―

福
岡
藩
の
時
代 

  

宗
像
大
宮
司
家
断
絶
後
、
わ
ず
か
１
４
年
の
間
に
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州
攻
め
、
そ
し
て
秀
吉
の
朝
鮮

出
兵
、
関
ヶ
原
の
戦
い
と
立
て
続
け
の
国
を
揺
る
が
す
動
乱
の
中
で
、
筑
前
国
で
も
戦
国
大
名
の
攻
防

と
入
れ
変
わ
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
小
早
川
隆
景
の
よ
う
に
、
宗
像
大
社
に
一
時
的
に
神
領
を
与

え
、
拝
殿
の
再
建
を
図
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
は
蔦
ヶ
嶽
城
の
廃
絶
、
神
領
の
没
収
と
な
り
、
宗

像
家
は
離
散
・
縮
小
し
た
。 

そ
し
て
１
６
０
０
年
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
黒
田
長
政
の
福
岡
藩
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
神
領
は

没
収
の
ま
ま
だ
が
、
宗
像
三
社
の
造
営
や
修
理
は
国
主
が
負
担
し
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
社
家
の
人
々
に

は
田
島
、
大
島
、
沖
ノ
島
に
田
畑
を
分
け
与
え
、
宮
仕
え
を
さ
せ
る
保
護
策
が
と
ら
れ
た
。 

例
え
ば
、
辺
津
宮
の
本
殿
の
周
囲
を
囲
む
よ
う
に
１
２
１
の
末
社
が
あ
る
。
こ
れ
は
黒
田
藩
の
第
３

代
藩
主
の
黒
田
光
之
（
み
つ
ゆ
き
）
が
、
神
郡
「
宗
像
」
に
も
と
も
と
あ
っ
た
神
社
を
ま
と
め
て
寄
進

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
島
の
辺
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
や
中
津
宮
の
拝
殿
な
ど
も
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
江

口
の
浜
に
、
中
津
宮
や
沖
津
宮
の
遥
拝
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
福
岡
藩
主
は
辺
津
宮
参
拝
後
、
こ

こ
か
ら
島
に
向
か
っ
て
参
拝
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 

あ
る
い
は
、
域
内
で
は
９
浦
（
福
間
、
津
屋
崎
、
渡
、
勝
浦
、
神
湊
、
大
島
、
江
口
、
鐘
崎
、
地
島
）

で
港
湾
機
能
維
持
の
た
め
に
修
築
工
事
が
行
わ
れ
た
。
地
島
の
波
止
に
波
止
修
築
奉
行
を
置
き
、
修
復

事
業
を
行
い
、
寄
港
す
る
船
舶
に
対
し
て
岸
壁
の
材
料
と
石
材
を
寄
進
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
る
な
ど

独
特
の
施
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。 

 ４ 

世
界
遺
産
「
宗
像
・
沖
ノ
島
」 

 

２
０
１
７
（
平
成
２
９
）
年
７
月
、“「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
”
が
、
ユ
ネ
ス

コ
の
世
界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
本
章
の
１
節
に
述
べ
た
４
～
９
世
紀
に
お
け
る

宗
像
大
社
の
祭
祀
と
そ
の
関
連
遺
産
群
で
あ
る
。
古
代
、
大
和
政
権
が
推
し
す
す
め
た
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
交
流
を
、
航
海
術
に
た
け
た
海
人
族
で
あ
る
宗
像
一
族
（
出
雲
系
の
古
代
豪
族
と
も
い
わ
れ
て
い

る
）
が
支
え
、
そ
の
た
め
に
、
沖
ノ
島
、
大
島
、
九
州
本
島
と
島
伝
い
に
宗
像
三
女
神
を
祀
り
、
航
海

の
安
全
を
祈
る
祭
祀
を
行
い
、
そ
れ
ら
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
図
４
）。
構
成
資
産
を
一
覧
に
示
せ

ば
、
表
に
示
す
Ａ
～
Ｅ
の
５
箇
所
で
あ
る
。 

 

Ａ
の
沖
ノ
島
②
は
、
九
州
本
島
の
辺
津
宮
か
ら
約
６
０
㎞
の
沖
合
に
あ
り
、
周
囲
４
㎞
の
島
で
あ
る
。

新
生
代
新
第
三
紀
（
２
０
０
０
万
～
３
０
０
万
年
前
）
以
来
の
地
殻
変
動
や
周
辺
海
域
の
火
山
活
動
な

ど
の
噴
出
物
が
積
も
っ
て
で
き
た
玄
界
灘
の
孤
島
で
あ
る
。
紡
錘
形
を
な
し
、
最
も
高
い
と
こ
ろ
は
北

部
の
一
の
岳
（
標
高
２
４
４
ｍ
）
で
あ
る
。
島
全
体
が
ご
神
体
で
、
海
岸
近
く
の
小
屋
島
（
高
さ
２
９

ｍ
）、
御
門
柱
、
天
狗
岩
が
鳥
居
の
役
目
を
な
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
特
別
に
許
可
さ
れ
た
男
子
の
み
が

禊
を
し
て
上
陸
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
い
ま
で
は
島
に
常
駐
す
る
神
職
を
除
い
て
、
一
般
の
人
々
の

島
へ
の
上
陸
は
禁
止
さ
れ
、
一
本
の
木
も
、
一
本
の
草
も
、
一
つ
の
石
も
持
ち
出
せ
ず
、
そ
の
自
然
は

沖
ノ
島
原
始
林
と
し
て
国
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
。 

ま
た
、
島
で
見
聞
し
た
こ
と
の
一
切
は
口
外
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
過
去
に
遡
れ

ば
、
元
寇
後
に
編
纂
さ
れ
た
「
夫
木
和
歌
抄(

藤
原
長
清
選)

」（
１
２
９
７
年
）
に 

 

打
つ
波
に 

鼓
の
音
を
う
ち
添
え
て 

唐
人
を
よ
せ
ぬ 

沖
ノ
島
守
り 

 

の
歌
が
お
さ
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
１
９
０
５
年
の
日
露
戦
争
日
本
海
戦
で
は
、
樹
上
か
ら
海
戦
の
様

子
を
じ
か
に
目
撃
し
た
こ
と
が
「
沖
津
宮
日
誌
」
に
記
る
さ
れ
、
対
馬
と
共
に
国
防
最
前
線
で
あ
っ
た
。 

Ｂ
⑩
お
よ
び
Ｃ
⑤
は
と
も
に
大
島
に
あ
る
。
大
島
は
、
筑
前
大
島
と
も
い
い
、
面
積
７
㎢
で
、
福
岡

県
の
島
と
し
て
は
最
大
で
あ
る
。
九
州
本
島
の
神
湊
港
（
宗
像
市
）
か
ら
わ
ず
か
７
㎞
、
旅
客
船
で
１

５
分
、
フ
ェ
リ
ー
で
２
５
分
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
中
津
宮
は
大
島
港
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
３
０
０

ｍ
で
、
目
に
見
え
、
そ
の
背
後
の
御
嶽
山
山
頂
（
標
高
２
２
４
ｍ
）
の
近
く
に
は
中
津
宮
の
奥
宮
と
呼

ば
れ
る
御
嶽
神
社
が
あ
る
。
ま
た
、
沖
津
宮
遥
拝
所
⑩
は
中
津
宮
と
反
対
の
海
辺
に
あ
り
（
図
１
１
参

照
）、
晴
れ
た
日
は
沖
ノ
島
が
か
す
か
に
眺
望
で
き
る
。 

Ｄ
の
辺
津
宮
⑧
は
釣
川
の
河
口
か
ら
約
３
㎞
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
と
も
と
は
釣
川
に
沿
っ
て
、

数
百
ｍ
程
度
の
幅
で
現
在
の
宗
像
市
役
所
近
く
ま
で
入
り
海
が
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
と
り
の
高
宮
祭
場
は
、

宗
像
三
女
神
降
臨
伝
説
が
語
ら
れ
る
小
山
の
上
に
あ
り
、
以
前
か
ら
露
天
祭
祀
が
行
わ
れ
、
現
在
も
春

や
秋
の
大
祭
な
ど
の
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
。 

辺
津
宮
の
境
内
の
状
況
は
図
５
の
と
お
り
で
あ
る
。
２
つ
の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
太
鼓
橋
を
渡
れ
ば
手

水
舎
、
祓
舎
が
あ
り
、
そ
し
て
神
門
を
く
ぐ
れ
ば
拝
殿
お
よ
び
本
殿
に
で
る
。
本
殿
の
後
ろ
に
回
る
と

神
木
の
楢
木
（
樹
齢
５
０
０
年
）
や
相
生
の
樫
な
ど
が
あ
る
。
釣
川
よ
り
の
一
角
に
は
神
宝
館
が
あ
り
、

沖
ノ
島
で
発
掘
さ
れ
た
中
国
か
ら
の
文
物
（
三
角
縁
神
獣
鏡
、
金
銅
製
龍
頭
、
陶
器
の
唐
三
彩
長
頸
瓶
）

や
、
朝
鮮
半
島
新
羅
の
金
製
指
輪
、
サ
ザ
ン
朝
ペ
ル
シ
ャ
製
の
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
片
な
ど
、
沖
ノ
島
で
出

土
し
た
国
宝
が
す
ら
り
と
展
示
さ
れ
、
目
を
見
張
る
秘
宝
の
品
々
に
感
動
さ
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
神
木

や
神
宝
館
の
先
は
第
二
宮
（
沖
津
宮
分
社
）、
お
よ
び
第
三
宮
（
中
津
宮
分
社
）
で
あ
り
、
大
島
に
行
け

な
い
と
き
は
こ
こ
で
お
参
り
す
る
と
よ
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
自
然
崇
拝
と
も
い
え
る
古
代
祭
祀
の
後
は
三
神
宮
と
も
本
格
的
な
神
殿
が
造
ら
れ
、
そ

こ
に
宗
像
三
女
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
現
在
の
姿
を
改
め
て
眺
め
る
と
写
真
⑨
、
⑤
、
⑧
の
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と
お
り
で
あ
る
。 

辺
津
宮
は
、
奈
良
時
代
の
初
め
に
大
規

模
な
社
殿
を
有
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
幾
度
と
な
く
火
災
に
巻
き
込
ま

れ
、
造
営
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
現
在
の
本

殿
⑧
（
１
５
７
８
年
、
重
文
）
は
宗
像
氏

貞
が
再
建
し
た
も
の
で
、
杮
葺
き
の
切
妻

妻
入
り
づ
く
り
で
あ
る
。
拝
殿
（
１
５
９

０
年
、重
文
）
は
小
早
川
隆
景
が
再
建
し
、

や
は
り
杮
葺
き
、
切
妻
妻
入
り
で
あ
る
。 

中
津
宮
の
本
殿
は
宗
像
氏
貞
が
１
５

６
６
年
に
再
建
。
沖
津
宮
遥
拝
所
⑩
は
、

銅
板
葺
き
の
社
殿
で
、
そ
の
階
段
手
前
に

寛
延
三
年
（
１
７
５
０
）
と
記
し
た
碑
が

あ
る
。 

沖
津
宮
も
、
小
規
模
だ
が
神
殿
が
あ

る
。
そ
れ
が
い
つ
頃
か
は
不
明
だ
が
、
長

ら
く
古
代
祭
祀
が
続
い
た
も
の
の
、
少
な

く
と
も
１
７
世
紀
半
ば
に
は
神
殿
が
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
に
攘
夷

派
の
志
士
と
し
て
活
動
し
た
平
野
國
臣

（
一
口
メ
モ
（
８
）
参
照
）
が
福
岡
藩
士

の
時
代
の
１
８
５
１
年
に
大
島
に
赴
任

し
、
社
殿
の
普
請
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ

る
。
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
、
幾
度
と
な

く
修
復
、
改
築
が
あ
り
、
現
在
の
姿
に
な

っ
た
の
は
、
本
殿
は
１
８
６
９
年
、
拝
殿

は
１
９
３
２
年
（
昭
和
７
年
）
で
、
最
近

も
改
装
さ
れ
た
が
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
る
と
と
も
に
世
界
遺
産
で
あ
る
。 

最
後
の
Ｅ
は
、
対
外
交
流
の
た
め
の
航

海
を
担
う
と
と
も
に
、
沖
ノ
島
の
古
代
祭

祀
を
執
り
行
っ
た
海
人
族
の
宗
像
氏
が

い
た
こ
と
を
証
明
す
る
新
原
（
し
ん
ば

る
）・
奴
山
（
ぬ
や
ま
）
古
墳
群
⑦
で
あ
る
。
高
宮
祭
場
の
南
側
を
東
西
に
県
道
５
０
２
号
が
走
る
が
、

そ
れ
を
西
に
向
か
い
小
山
を
越
え
て
福
津
市
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
国
道
４
９
５
号
に
交
わ
る
（
図
６
）。 

そ
の
交
差
点
か
ら
国
道
を
南
下
す
る
と
、
約
５
０
０
ｍ
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
新
原
・
奴
山
古
墳
群
が
あ
る
。

先
に
釣
川
に
沿
っ
て
入
り
海
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
福
津
市
の
津
屋
崎
側
に
も
古
代
に
大
き

な
入
り
海
が
あ
っ
た
。
現
在
の
勝
浦
・
津
屋
崎
干
潟
を
、
津
屋
崎
漁
港
か
ら
国
道
４
９
５
号
あ
た
り
ま

で
幅
を
ひ
ろ
げ
、
勝
浦
小
学
校
近
く
ま
で
伸
び
る
範
囲
が
入
り
海
で
あ
る
。
玄
界
灘
と
は
勝
浦
か
ら
津

屋
崎
の
渡
地
区
に
向
け
て
長
く
伸
び
た
砂
州(

海
の
中
道)

で
さ
え
ぎ
ら
れ
、
ト
ン
ボ
ロ
な
す
状
態
で
あ

っ
た
。
そ
の
入
り
海
の
内
陸
寄
り
の
高
台
に
新
原
・
奴
山
古
墳
群
が
玄
界
灘
を
眺
め
る
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
る
。
全
部
で
４
１
基
だ
が
、
う
ち
円
墳
が
３
５
基
と
最
も
多
く
、
次
い
で
前
方
後
円
墳
５
基
、
そ

し
て
１
基
は
む
な
か
た
地
域
に
は
珍
し
い
方
墳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、
全
長
８
０
ｍ
の
前
方
後
円
墳

が
最
も
大
き
い
が
、
恐
ら
く
大
和
政
権
と
繋
が
り
が
あ
っ
た
宗
像
一
族
の
有
力
者
の
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。 

 

余
談
だ
が
、
一
言
つ
け
加
え
る
。
沖
ノ
島
、
大
島
、
そ
し
て
辺
津
宮
が
あ
る
田
島
地
区
が
直
線
に
並

び(

一
章
１
節
参
照)

、
あ
る
い
は
釣
川
に
沿
っ
て
入
り
海
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
一
帯
の
地

層
図
を
み
れ
ば
、
活
断
層
が
走
行
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
国
土
地
理
院
都
市
圏
活
断
層
図
（
２

０
１
９
年
））。
北
東
か
ら
北
西
に
向
け
、
釣
川
の
左
岸
地
域
に
沿
う
よ
う
に
数
本
が
走
り
、
そ
れ
ら
を

玄
界
灘
へ
延
ば
す
と
、
大
島
、
沖
ノ
島
を
通
る
西
山
断
層
が
想
定
さ
れ
、
島
々
が
並
ぶ
の
は
こ
の
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二 

地
域
発
展
の
原
動
力 

と
な
っ
た
唐
津
街
道 

 

１ 
む
な
か
た
地
域
の
唐
津
街
道 

 

筑
前
国
に
お
け
る
む
な
か
た
地
域
は
、
我
が
国
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
を
担
う
博
多
や
九
州
の
主
要
地
点

世
界
遺
産
「
宗
像
・
沖
ノ
島
」
の
構
成
資
産 

 Ａ 

宗
像
大
社
沖
津
宮(

宗
像
市
沖
ノ
島) 

（
沖
ノ
島
、
小
屋
島
、
御
門
柱
、
天
狗
岩
） 

Ｂ 

宗
像
大
社
沖
津
宮
遥
拝
所
（
宗
像
市
大
島
） 

Ｃ 

宗
像
大
社
中
津
宮
（
宗
像
市
大
島
） 

Ｄ 

宗
像
大
社
辺
津
宮
（
宗
像
市
田
島
） 

Ｅ 

新
原
・
奴
山
古
墳
群
（
福
津
市
勝
山
・
奴
山
） 

図５ 宗像大社辺津宮（宗像市） 
図６ 新原・奴山古墳群（福津市） 
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に
通
じ
る
位
置
に
あ
る
こ
と
、
太
宰
府
か
ら
上
方
へ
の
ぼ
る
ル
ー
ト
上
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

古
代
の
律
令
国
家
時
代
か
ら
官
道
が
あ
り
、
山
陽
道
の
大
宰
府
路
が
あ
っ
た
。
判
然
と
し
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
延
喜
式
に
あ
る
筑
前
８
駅
と
し
て
、
太
宰
府(

注)

か
ら
、 

久
爾
（
く
じ
。
福
岡
市
博
多
区
平
尾
付
近
）、
美
野(

よ
し
の
。
福
岡
市
博
多
区
美
野
島)

、 

夷
守
（
ひ
な
も
り
。
福
岡
市
東
区
）、 

 
 

席
打
（
む
し
ろ
う
ち
。
古
賀
市
）、 

津
日
（
つ
ひ
。
宗
像
市
玄
海
の
岬
津
日
浦
付
近
）、
嶋
門
（
し
ま
ど
。
遠
賀
町
付
近
）、 

夜
久
（
や
く
。
北
九
州
市
八
幡
西
区
）、 

 

独
見
（
ひ
と
み
。
八
幡
東
区
）、 

が
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

(

注
：
７
世
紀
後
半
の
筑
前
国
に
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
は
「
大
宰
府
」
だ
が
、
現
在
の
地
名
等
は
「
太
宰
府
」
で
、
多
く

の
史
書
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
下
、
本
文
も
太
宰
府
を
用
い
る
。) 

こ
う
し
た
中
、
本
風
景
街
道
を
通
る
唐
津
街
道
は
、
中
世
の
頃
か
ら
問
丸
の
流
通
、
運
送
業
の

発
達
と
と
も
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ
、
広
域
交
通
を
中
継
し
て
き
た
。
特
に
、
戦
国
時
代
か
ら
黒
崎

～
赤
間
～
青
柳
～
博
多
の
区
間
が
よ
く
使
わ
れ
、
原
形
は
既
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
。
室
町
時
代

の
連
歌
師
の
飯
尾
宗
祇
（
い
の
お 

そ
う
ぎ
）
が
太
宰
府
に
詣
で
た
帰
路
に
、
海
岸
よ
り
の
概
ね

国
道
４
９
５
号
に
即
し
て
通
り
、
鐘
崎
か
ら
芦
屋
、
そ
し
て
若
松
へ
と
た
ど
っ
た
。
そ
の
途
中
、

大
島
の
夢
の
小
夜
島
に
寄
り
道
し
、 

浜
千
鳥 

声
う
ち
そ
え
て 

お
ほ
し
ま
の 

波
の
間
も
な
く 

誰
を
恋
ふ
ら
ん 

と
詠
ん
で
い
る
（
筑
紫
道
中
記
）。 

豊
臣
秀
吉
は
、
九
州
征
伐
や
慶
長
の
役
の
本
拠
地
だ
っ
た
肥
前
の
名
護
屋
城
に
行
く
と
き
に
も

本
街
道
に
当
た
る
ル
ー
ト
を
通
過
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
残
る
太
閤
水
が
、
朝
鮮
出
兵
に
際
し
秀
吉
が
た
ど
り
つ
つ
休
憩
し
た
足
跡
を
残
す
と
い
え
よ

う
。
洞
海
湾
の
湾
奥
と
遠
賀
川
の
河
口
を
東
西
に
結
ん
で
江
川
が
流
れ
て
い
る
。
特
に
水
源
が
あ

っ
て
そ
れ
か
ら
流
れ
下
る
通
常
の
川
と
異
な
り
、
全
体
が
沿
岸
に
平
行
な
感
潮
河
川
で
、
潮
の
満

ち
引
き
の
差
で
右
・
左
に
流
れ
る
が
、
そ
の
中
程
の
若
松
区
小
敷
に
太
閤
水
と
さ
れ
る
井
戸
が
あ

る
。
あ
る
い
は
、
県
道
５
０
３
号
を
原
町
か
ら
畦
町
へ
と
た
ど
る
と
、
福
津
市
八
並
の
山
ノ
口
峠

を
越
え
、
畦
町
宿
に
近
い
と
こ
ろ
に
太
閤
水
と
刻
ん
だ
井
戸
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
青
柳
宿
か
ら
香

椎
宮
に
向
か
う
途
中
（
新
宮
町
三
代
）
に
も
あ
り
、
秀
吉
に
同
道
し
た
津
田
宗
及
が
井
戸
を
掘
り
、

茶
を
た
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
３
代
将
軍
徳
川
家
光
の
時
、
徳
川
幕
府
は
参
勤
交
代
の
制
度
を
定
め
た
。
江

戸
と
国
元
と
を
１
年
交
代
で
往
復
し
た
が
、
そ
の
制
度
に
よ
り
幕
府
直
轄
の
五
街
道
と
地
方
の
脇
街
道

に
よ
る
道
路
網
が
整
え
ら
れ
た
。
お
伊
勢
参
り
や
、
西
洋
の
学
問
文
化
を
求
め
て
の
長
崎
へ
の
旅
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
中
、
前
述
の
よ
う
に
、
九
州
北
部
は
早
い
段
階
か
ら
道
は
あ
る
に
あ
っ
た
が
十
分
で
な
く
、

江
戸
時
代
に
改
め
て
、
小
倉
（
現
在
の
北
九
州
市
小
倉
北
区
）
を
起
点
に
、
九
州
内
の
各
方
面
に
向
け

て
脇
街
道
が
整
え
ら
れ
た
。 

長
崎
街
道
（
小
倉
～
長
崎
）、 

唐
津
街
道
（
小
倉
～
唐
津
、
平
戸
）、 

中
津
街
道
（
小
倉
～
宇
佐
）、 

秋
月
街
道
（
小
倉
～
久
留
米
）、 

日
田
街
道
（
福
岡
・
博
多
～
日
田
） 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
、
福
岡
、
博
多
か
ら
金
出

（
篠
栗
）
ま
で
と
、
そ
の
先
の
飯
塚
市
、
さ
ら
に

東
に
延
伸
し
香
春
を
通
り
大
橋
（
行
橋
）
ま
で
の

篠
栗
街
道
が
あ
り
、
金
武
、
飯
場
（
三
瀬
）
ま
で

の
三
瀬
街
道
な
ど
も
あ
っ
た
。 

な
お
、
こ
れ
ら
の
九
州
の
街
道
で
交
通
量
が
多

か
っ
た
の
は
、
筑
前
六
宿
が
存
在
し
、
部
分
的
に

唐
津
街
道
と
重
複
す
る
長
崎
街
道
に
加
え
、
幕
府

直
轄
の
西
国
筋
郡
代
が
設
置
さ
れ
て
い
た
日
田

へ
の
日
田
街
道
お
よ
び
肥
後
か
ら
伸
び
る
薩
摩

街
道
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
関
門
海
峡
を
含
む
九
州
北
部
に
限

れ
ば
、
同
地
域
は
我
が
国
と
朝
鮮
半
島
や
大
陸
と

を
往
来
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
が
、
そ

の
ル
ー
ト
は
海
路
が
主
で
あ
っ
た
。
関
門
海
峡
、

洞
海
湾
、
津
屋
崎
、
博
多
、
唐
津
、
さ
ら
に
は
平

戸
な
ど
の
諸
港
か
ら
海
路
が
発
達
し
た
。
こ
の
た

め
、
そ
れ
ら
を
上
陸
し
て
か
ら
の
陸
路
が
ま
た
必

要
で
あ
る
が
、
背
後
に
筑
紫
山
地
の
山
、
谷
が
壁

を
な
す
地
形
か
ら
、
結
局
は
陸
路
も
沿
岸
地
域
を

通
過
し
、
峠
越
え
の
山
道
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
ず
、

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
早
い
段
階
ま
で
は
沿
岸
域
を
通
過
す
る
唐
津
街
道
と
そ
れ
か
ら
枝

分
か
れ
し
た
道
が
活
用
さ
れ
た
。
特
に
、
む
な
か
た
地
域
を
含
む
関
門
海
峡
と
博
多
の
間
で
い
え
ば
、

門
司
の
大
里
（
だ
い
り
）
で
上
陸
し
、
門
司
往
還
を
つ
た
っ
て
小
倉
へ
。
そ
こ
か
ら
、
戸
畑
、
若
松
、

芦
屋
を
経
て
赤
間
に
至
り
、
さ
ら
に
青
柳
、
香
椎
、
箱
崎
を
経
て
博
多
へ
と
た
ど
っ
た
。
い
わ
ば
洞
海

湾
を
渡
る
「
若
松
道
」
で
あ
り
、
中
世
末
期
に
お
け
る
唐
津
街
道
の
主
流
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
、
黒
崎
か
ら
赤
間
の
区
間
は
、
内
陸
よ
り
の
複
数
の
ル
ー
ト
を
た
ど
る
に
至
っ
た
（
図
７
参

図７ 唐津街道の赤間～小倉間の諸ルート 
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照
）。
主
な
も
の
と
し
て
、 

「
中
筋
往
還
」 

黒
崎
宿
を
出
て
木
屋
瀬
で
遠
賀
川
を
渡
り
植
木
を
経
て
赤
間
へ
。 

「
殿
様
道
」 

黒
崎
、
中
の
原
、
中
間
、
底
井
野
を
経
て
赤
間
へ
。 

「
内
往
還
」 

黒
崎
、
陣
原
、
則
松
、
吉
田
、
中
間
、
底
井
野
を
経
て
赤
間
へ
。 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
３
者
は
す
べ
て
が
別
ル
ー
ト
で
な
く
、
図
に
示
す
よ
う
に
部
分
的
に
分
離
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
中
筋
往
還
は
、
西
洋
文
明
・
文
化
の
流
入
路
で
あ
る
長
崎
街
道
に
繋

が
る
た
め
、
交
通
に
よ
る
賑
わ
い
と
共
に
、
海
外
の
最
新
の
技
術
、
文
化
へ
の
接
触
、
海
路
に
よ
る
参

勤
交
代
の
禁
止
、
さ
ら
に
街
道
の
整
備
な
ど
か
ら
、
主
流
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
殿
様
道

は
、
黒
田
の
殿
様
が
良
く
利
用
し
、
後
に
薩
摩
の
殿
様
も
利
用
し
た
こ
と
か
ら
つ
い
た
呼
称
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
黒
崎
か
ら
赤
間
へ
の
３
ル
ー
ト
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
新
延
（
に
の
ぶ
）
で
一
つ
に
合
流
し
、

そ
こ
か
ら
西
へ
進
む
と
猿
田
峠
と
な
り
、「
東
鞍
手
郡 

西
宗
像
郡
」
の
郡
境
、
吉
武
（
吉
富
、
武
丸
）

を
経
て
赤
間
宿
に
至
る
。 

唐
津
街
道
は
、
小
倉
か
ら
唐
津
に
至
る
街
道
だ
が
、
そ
の
経
路
が
複
雑
に
枝
分
か
れ
す
る
の
は
小
倉

か
ら
赤
間
の
区
間
で
あ
り
、
赤
間
か
ら
西
の
博
多
へ
は
一
本
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
関
門
海
峡
を
ど
う

わ
た
る
か
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
洞
海
湾
や
遠
賀
川
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
大
里
、
小
倉
、

若
松
、
黒
崎
、
芦
屋
な
ど
に
分
か
れ
る
渡
海
、
渡
河
が
あ
っ
た
こ
と
、
板
櫃
川
を
境
に
し
て
福
岡
藩
と

小
倉
藩
の
２
つ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
港
を
有
し
た
こ
と
、
遠
賀
川
、
洞
海
湾
と
そ
れ
ら
を
結
ぶ
感

潮
河
川
の
江
川
や
後
に
建
設
さ
れ
た
堀
川
運
河
を
活
用
し
て
石
炭
や
米
な
ど
の
運
搬
路
が
あ
っ
た
こ

と
な
ど
が
影
響
し
た
と
推
察
す
る
。
合
わ
せ
て
、
宗
像
や
安
曇
な
ど
航
海
術
に
た
け
た
海
人
族
が
古
代

か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。 

話
を
唐
津
街
道
に
戻
し
て
、
当
時
の
交
通
事
情
を
話
の
タ
ネ
に
紹
介
す
れ
ば
、
宿
に
お
け
る
人
馬
賃

銭
は
、
福
岡
（
黒
田
）
藩
と
佐
賀
藩
で
は
、
本
馬
一
疋

一
里
が
標
準
で
２
４
文
で
あ
っ
た
。
宿
銭
は
、
筑
前
と

豊
前
国
の
各
宿
場
で
差
は
あ
る
が
、
赤
間
宿
で
み
る
と

平
均
４
５
０
文
と
推
定
さ
れ
（
近
藤
典
二
「
筑
前
の
街

道
」
よ
り
）、
宿
場
間
を
８
里
と
す
れ
ば
、
人
馬
賃
銭
の

２
、
３
倍
で
あ
る
。 

ま
た
、
参
勤
交
代
の
た
め
の
唐
津
街
道
の
利
用
は
黒

田
藩
と
唐
津
藩
が
主
で
、
稀
に
平
戸
藩
、
五
島
藩
、
大

村
藩
な
ど
が
利
用
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
の
１
８
２
６

年
（
文
政
８
）
に
な
る
と
、
薩
摩
藩
も
、
江
戸
か
ら
の

帰
路
を
黒
崎
宿
、
木
屋
瀬
宿
の
長
崎
街
道
か
ら
唐
津
街

道
に
入
り
、
赤
間
宿
、
博
多
宿
の
ル
ー
ト
に
変
更
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
江
戸
末
期
に
は
討
幕
運
動
に
活
動

す
る
人
た
ち
の
往
来
も
加
わ
り
、
歴
史
に
残
る
多
く
の
人
々
が
赤
間
宿
に
宿
泊
し
、
通
過
し
た
。 

要
す
る
に
、
む
な
か
た
地
域
に
お
け
る
唐
津
街
道
は
、
図
７
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
里
、
小
倉
か

ら
の
諸
ル
ー
ト
を
経
由
し
て
赤
間
宿
に
集
ま
り
、
そ
こ
か
ら
原
町
、
畦
町
を
通
過
し
、
青
柳
（
古
賀
市
）

へ
と
向
か
っ
た
。
一
方
で
、
玄
界
灘
に
沿
っ
た
鐘
崎
や
神
湊
、
勝
浦
な
ど
の
漁
村
か
ら
扇
の
要
と
も
い

え
る
赤
間
へ
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
赤
間
宿
は
、
む
な
か
た
地
域
の
中
心
を
な
す
ま
ち
で
も
あ
っ
た
。 

 

２ 

む
な
か
た
地
域
の
鉄
道
の
整
備 
 

近
世
に
終
わ
り
を
告
げ
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
相
違
し
、
明
治
新
政
府
は
、
交
通
基
盤
と
し
て
蒸
気
機

関
車
を
動
力
源
と
す
る
鉄
道
の
建
設
に
力
を
入
れ
た
。
ま
た
、
物
流
の
拠
点
を
な
す
港
湾
施
設
整
備
に

も
重
点
を
置
い
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
か
ら
の
様
々
に
分
岐
す
る
唐
津
街
道
に
加
え
、
鉄
道
が
開
設
さ

れ
、
む
な
か
た
地
域
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
構
図
を
一
変
さ
せ
た
。 

鉄
道
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
に
東
京
の
新
橋
～
横
浜
間
に
日
本
で
初
め
て

開
通
し
た
が
、
九
州
は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
、
１
８
８
８
年
（
明
治
２
１
）
に
九
州
鉄
道
（
株
）
が
設
立

さ
れ
、
１
８
８
９
年
に
博
多
～
千
歳
川
間
が
開
通
し
た
。 

む
な
か
た
地
域
で
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
１
８
９
０
年
に
博
多
～
赤
間
の
区
間
が
開
通
し
、
同
時
に

赤
間
駅
と
福
間
駅
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
赤
間
駅
は
赤
間
宿
か
ら
少
し
離
れ
た
西
側
の
、
江
戸
時
代
に
土

穴
村
（
現
在
の
宗
像
市
土
穴
地
区
）
と
称
し
た
位
置
に
設
け
ら
れ
た
が
、
赤
間
駅
の
今
日
の
駅
舎
は
３

代
目
で
、
１
９
８
２
年
に
橋
上
駅
に
改
築
さ
れ
て
い
る
。 

開
通
当
時
、
博
多
～
赤
間
の
所
要
時
間
は
１
時
間
１
１
分
を
要
し
、
１
日
２
往
復
で
、
運
賃
は
２
４

銭
で
あ
っ
た
。
１
９
０
６
（
明
治
３
９
）
年
当
時
の
大
工
職
の
１
日
の
手
間
賃
が
５
０
銭
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
す
る
と
、
博
多
と
赤
間
間
を
往
復
す
る
と
そ
の
賃
金
が
な
く
な
る
ほ
ど
で
、
高
価
だ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
（
宗
像
市
史
よ
り
）。
１
８
９
２
（
明
治
２
５
）
年
度
の
乗
降
客
数
は
、
福
間
駅
４
１
６
３
５

人
、
赤
間
駅
２
２
９
７
０
人
で
あ
る
。
当
時
の
運
行
状
態
か
ら
、
１
列
車
当
た
り
福
間
駅
で
６
０
人
程

度
、
赤
間
駅
で
３
０
人
程
度
の
乗
降
が
あ
っ
た
と
計
算
で
き
る
。 

１
９
０
７
年
（
明
治
４
０
）
に
国
有
化
さ
れ
、
２
年
後
に
城
山
（
じ
ょ
う
や
ま
）
ト
ン
ネ
ル
が
竣
工
、

赤
間
～
遠
賀
川
間
の
現
ル
ー
ト
が
開
設
さ
れ
た
。
同
様
に
、
１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
に
旧
東
郷
村
に

東
郷
駅
が
開
設
さ
れ
、
１
９
３
１
年
（
大
正
１
０
）
に
博
多
～
赤
間
が
複
線
化
さ
れ
、
輸
送
力
が
一
層

増
強
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
近
代
に
お
け
る
交
通
施
設
の
整
備
に
影
響
を
受
け
、
宗
像
の
発
展
は
唐
津
街

道
周
辺
地
区
か
ら
次
第
に
赤
間
、
東
郷
の
鉄
道
駅
付
近
に
移
っ
た
。
な
お
、
東
福
間
駅
は
、
駅
周
辺
の

住
宅
開
発
に
伴
う
住
民
の
陳
情
で
、
１
９
７
８
年
の
開
設
で
あ
り
、
教
育
大
前
駅
は
、
福
岡
教
育
大
学

が
福
岡
市
か
ら
移
転
し
た
こ
と
で
１
９
８
８
年
開
設
さ
れ
て
い
る
。 

⑫ 須賀神社脇側道の中筋往還の碑 
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 ３ 
明
治
時
代
以
後
の
唐
津
街
道
、
国
道
３
号 

  

一
方
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
道
路
も
、
明
治
時
代
に
入
る
と
少
し
ず
つ
変
遷
し
た
が
、
特
に

第
２
次
世
界
大
戦
後
に
激
変
し
た
。
む
な
か
た
地
域
で
重
要
で
あ
っ
た
唐
津
街
道
と
宿
場
ま
ち
は
、
唐

津
街
道
を
受
け
継
い
だ
と
も
い
え
る
国
道
３
号
の
整
備
に
翻
弄
さ
れ
た
。
そ
れ
を
た
ど
れ
ば
、 

１
８
８
５
年(

明
治
１
８
年
）
の
内
務
省
告
示
の
明
治
国
道(

国
道
３
４
号
日
本
橋
～
福
岡) 

１
９
２
０
年(

大
正
９
年
）
の
旧
道
路
法
施
行
の
大
正
国
道(

国
道
２
号
日
本
橋
～
鹿
児
島
） 

１
９
５
２
年(

昭
和
２
７
年)

の
新
道
路
法
施
行
の
戦
後
国
道(

国
道
３
号
門
司
～
鹿
児
島
） 

そ
し
て
今
日
の
高
速
道
路
に
並
行
す
る
現
代
国
道
へ
と
４
段
階
の
変
遷
が
あ
る
。 

明
治
時
代
の
当
初
は
、
江
戸
時
代
の
街
道
、
脇
街
道
を
そ
の
ま
ま
活
用
し
た
。
そ
し
て
、
１
８
８
５

年
の
内
務
省
告
示
で
、
日
本
橋
と
福
岡
を
結
ぶ
国
道
３
４
号
が
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
旧
東
海
道
、

山
陽
道
を
経
て
赤
間
が
関(

下
関)

か
ら
大
里
に
上
陸
し
、
長
崎
街
道
の
木
屋
瀬
を
経
て
赤
間
、
古
賀
を

通
り
福
岡
に
至
る
も
の
で
、
む
な
か
た
地
区
の
唐
津
街
道
は
そ
こ
に
含
ま
れ
た
。
な
お
、
木
屋
瀬
か
ら

長
崎
ま
で
は
、
日
本
橋
～
長
崎
間
で
、
旧
長
崎
街
道
そ
の
も
の
を
含
み
国
道
４
号
と
さ
れ
、
鎖
国
時
代

の
名
残
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

つ
い
で
１
９
２
０
年
、
旧
道
路
法
が
施
行
さ
れ
、
東
京
、
鹿
児
島
間
が
国
道
２
号
と
な
り
、
門
司
、

小
倉
、
粕
屋
郡
新
宮
町
と
通
過
し
た
が
、
そ
れ
が
福
岡
か
ら
熊
本
へ
延
び
る
一
方
で
、
遠
賀
川
沿
い
の

長
崎
街
道
は
国
道
か
ら
外
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
む
な
か
た
地
区
の
唐
津
街
道
に
限
れ
ば
、
戦
前
ま

で
は
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
が
維
持
さ
れ
、
良
く
残
る
状
態
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
終
戦
後
の
１
９
５
２
年
、
新
道
路
法
が
制
定
さ
れ
道
路
の
本
格
的
な
整
備
が
始
ま
っ
た
。

門
司
を
起
点
に
、
小
倉
、
福
岡
、
熊
本
を
南
下
し
鹿
児
島
市
に
至
る
九
州
の
基
幹
道
路
・
国
道
３
号
と

い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
経
済
成
長
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
い
、
各

地
で
バ
イ
パ
ス
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
唐
津
街
道
の
多
く
の
区
間
が
次
々
に
改
変
さ
れ
、
家
屋
が

連
な
る
宿
場
ま
ち
の
区
間
は
旧
道
と
な
り
、
取
り
残
さ
れ
る
よ
う
に
幹
線
道
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
。

例
え
ば
、
む
な
か
た
地
域
の
場
合
、
当
初
の
国
道
は
現
在
の
主
要
地
方
道
６
９
号
と
な
り
、
そ
の
後
、

当
該
地
域
の
前
後
の
区
間
で
み
れ
ば
、
戸
畑
、
遠
賀
バ
イ
パ
ス
、
そ
し
て
む
な
か
た
地
域
を
通
過
す
る

岡
垣
、
宗
像
の
両
バ
イ
パ
ス
を
へ
て
、
香
椎
バ
イ
パ
ス
の
建
設
が
進
み
、
概
ね
４
車
線
の
国
道
⑬
が
整

備
さ
れ
た
。 

 

本
章
１
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
む
な
か
た
地
域
に
は
、
赤
間
、
原
町
、
畦
町
の
３
つ
の
宿
場
ま
ち
が

あ
っ
た
が
、
唐
津
街
道
に
平
行
す
る
も
そ
れ
ら
の
密
集
し
た
ま
ち
を
避
け
る
よ
う
に
バ
イ
パ
ス
が
整
備

さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
バ
イ
パ
ス
沿
い
に
大
規
模
商
業
施
設
、
飲
食
店
が
立
地
し
、
か
つ
て
の
宿
場
ま

ち
の
商
機
能
や
飲
食
機
能
、
流
通
機
能
な
ど
が
吸
い
取
ら
れ
、
交
通
量
も
激
減
し
た
。
あ
る
い
は
、
宿

場
間
に
お
け
る
一
部
の
高
台
や
原
野
、
田
畑
で
は
大
規
模
な
住
宅
団
地
の
開
発
が
進
み
、
街
道
を
寸
断

し
た
。
確
か
に
、
狭
い
旧
道
の
通
過
交
通
を
減
ら
し
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
化
の
上
で
目
的
を
果
た
し

た
が
、
宿
場
ま
ち
は
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
さ
れ
る
結
果
を
招
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

加
え
て
、
１
９
７
０
年
代
の
中
頃
に
、
山
陽
新
幹
線
お
よ
び
九
州
自
動
車
道
が
開
通
。
そ
れ
ら
が
ま

た
、
む
な
か
た
地
域
に
強
く
影
響
し
た
。
関
門
海
峡
の
早
鞆
瀬
戸
を
渡
り
北
九
州
市
の
門
司
に
達
し
た

両
者
は
、
小
倉
駅
ま
た
は
小
倉
東
Ｉ
Ｃ
を
経
て
、
皿
倉
、
帆
柱
山
、
あ
る
い
は
福
知
山
、
金
剛
山
と
い

っ
た
山
々
を
く
ぐ
り
抜
け
て
木
屋
瀬
に
達
し
、
隣
り
合
っ
て
遠
賀
川
を
渡
り
、
鞍
手
、
宮
若
、
古
賀
か

ら
福
岡
に
至
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ト
は
む
な
か
た
地
域
の
南
の
境
界
を
な
す
山
々(

標
高
２
０
０
～
３
０

０
ｍ)

を
超
え
た
南
面
を
通
過
。
つ
ま
り
、
む
な
か
た
地
域
に
は
い
ず
れ
も
直
接
の
駅
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
は
な
い
。
最
寄
り
駅
は
小
倉
駅
お
よ
び
博
多
駅
で
あ
る
。
高
速
道
路
へ
の
出
入
り
は
宮
田
ス
マ
ー

ト
Ｉ
Ｃ
、
若
宮
Ｉ
Ｃ
、
古
賀
Ｉ
Ｃ
の
３
者
だ
が
、
こ
れ
ら
は
一
山
超
え
た
隣
の
市
町
に
あ
り
、
旧
唐
津

街
道
地
区
と
は
距
離
に
し
て
約
７
㎞
離
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
３
頁
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
交
通
機

関
を
利
用
す
る
上
で
特
に
大
き
な
問
題
は
な
い
も
の
の
、
国
内
外
の
広
域
拠
点
、
工
業
や
流
通
関
連
よ

り
も
、
大
都
市
郊
外
に
お
け
る
住
宅
や
教
育
、
地
域
文
化
、
バ
イ
パ
ス
型
商
業
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
で
注
目
を
集
め
、
緑
と
海
に
囲
ま
れ
る
む
な
か
た
地
域
へ
と
性
格
が
変
わ
っ
た
。
合
わ
せ
て
、
む

な
か
た
地
域
の
交
通
体
系
は
、
高
速
道
路
各
Ｉ
Ｃ
、
内
陸
の
国
道
３
号
、
沿
岸
域
を
周
回
す
る
国
道
４

９
５
号
が
地
域
外
に
通
じ
る
基
軸
を
な
し
、
そ
れ
ら
の
間
を
幾
本
か
の
県
道
⑭
が
繋
ぐ
状
況
に
変
化
し

⑭ 中筋往還で鞍手、直方方面を望む現在の県道29号
（直方宗像線）（宗像市赤間）（かつての唐津街道） 

⑬ 国道３号 むなかた地域（福津市八並、宗像市村山田） 
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た
。
そ
う
し
た
中
で
、
宿
場
ま
ち
は
昔
懐
か
し
い
オ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
に
変
身
し
、
必
死
に
踏
み
と
ど

ま
っ
て
い
る
の
が
偽
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
沿
岸
部
を
周
回
す
る
国
道
４
９
５
号
は
、
そ
れ
ま
で
の
県
道
が
国
道
に
昇
格(

１
９
９
３

年)

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三 
唐
津
街
道
の
宿
場
ま

ち
と
周
辺
を
訪
ね
行
く 

 

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
赤
間
宿
を
核
に
し
た
赤
間
村
（
図
１
）
が
あ
っ
た
。
こ
の
旧
赤

間
村
は
、
神
武
天
皇
が
東
征
で
岡
湊
（
現
在
の
芦
屋
）
に
着
い
た
と
き
、
八
所
宮
㉖
（
宗
像
市
吉
留
）

の
神
が
赤
い
馬
に
乗
っ
て
迎
え
た
と
の
伝
説
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
由
来
し
赤
馬
と
呼
ば
れ
、
転
じ

て
「
赤
間
」
と
称
さ
れ
る
地
名
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
赤
間
と
隣
接
地
を
一
帯
と
し
て
、

図
１
の
吉
武
・
赤
間
・
河
東
の
エ
リ
ア
を
赤
間
地
区
と
呼
べ
ば
、
唐
津
街
道
の
新
延(
鞍
手
町)

か
ら

宗
像
市
北
の
境
界
に
沿
っ
て
城
山
（
じ
ょ
う
や
ま
）、
金
山
か
ら
孔
大
寺
の
山
地
と
そ
の
麓
一
帯
で

あ
り
、
釣
川
を
挟
み
宗
像
大
社
の
対
岸
を
な
す
地
区
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
吉
武
は
、
八
所

宮
の
吉
留
と
そ
れ
に
続
く
武
丸
が
一
緒
に
な
っ
た
エ
リ
ア
で
あ
り
、
赤
間
宿
は
唐
津
街
道
に
あ
る
筑

前
国
二
十
一
宿
の
中
で
も
重
要
な
宿
場
ま
ち
、
河
東
は
白
山
城
が
あ
っ
た
山
田
地
区
か
ら
宗
像
大
社

と
釣
川
を
挟
ん
で
右
岸
一
帯
の
エ
リ
ア
で
、
吉
武(

八
所
宮)―

(

３
㎞)―

赤
間―

(

５
㎞)―

河
東

(

山
田)

の
繋
が
り
で
あ
る
。 

 

１ 

赤
間
宿
地
区
を
訪
ね
る 

 

小
倉
に
行
く
に
は
木
屋
瀬
宿
方
面
や
芦
屋
、
若
松
方
面
に
行
く
諸
ル
ー
ト
が
あ
り
、
そ
の
分
岐
点

に
あ
っ
た
赤
間
は
、
旅
籠
や
商
家
な
ど
に
よ
る
宿
場
ま
ち
と
し
て
の
機
能
が
整
い
、
ま
た
、
地
域
の

役
所
や
民
家
が
集
積
し
て
い
た
。
江
戸
時

代
後
期
、
日
本
地
図
の
測
量
で
訪
れ
た
伊

能
忠
敬
は
、
日
記
に
、
赤
間
宿
の
こ
と
を

「
町
並
人
家
続
き
、
家
一
五
六
軒
」
と
記

し
て
い
る
。
加
え
て
、
芦
屋
、
波
津
、
鐘

崎
、
神
湊
、
勝
浦
、
津
屋
崎
、
福
間
の
七

つ
の
港
と
は
い
ず
れ
も
３
里
程
の
距
離

に
あ
り
、
七
浦
三
里
の
要
を
な
し
た
。 

こ
の
赤
間
宿
に
つ
い
て
、
明
治
新
政
府

に
移
行
し
た
明
治
初
年
の
従
業
者
の
状

況
を
み
る
と
、
商
業
従
事
者
が
約
３
０
０

人
、
工
業
約
５
０
人
、
農
業
約
３
０
人
と

あ
る
。
卸
業
、
小
売
業
主
体
の
集
落
で
、

宿
場
ま
ち
で
あ
る
と
同
時
に
、
筑
豊
地
域

と
の
商
易
や
む
な
か
た
地
域
で
の
販
売
、

流
通
、
消
費
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
。 

１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
の
赤
間
村
は
、

１
９
７
戸
で
、
人
口
は
９
８
７
人
（
宗
像

市
史
）、
１
８
８
９
年
に
は
１
３
２
３
人

と
増
加
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
赤
間
地

域
９
村
の
中
で
赤
間
宿
に
人
口
が
集
積

し
、
明
治
の
末
頃
の
１
９
８
９
年
に
は
赤

間
町
へ
と
成
長
し
た
。 

 

ａ 

赤
間
宿
の
行
政
施
設
な
ど 

赤
間
宿
に
お
け
る
施
設
を
見
る
と
、
宿

場
の
出
入
り
口
に
構
口
が
あ
り
、
そ
れ
に

隣
接
し
て
赤
間
宿
の
氏
神
で
あ
る
須
賀

神
社
⑰
（
江
戸
時
代
は
祇
園
社
と
も
称
し

た
）
が
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
宿

場
ま
ち
に
様
々
な
施
設
が
あ
っ
た
が
、
公

的
な
行
政
施
設
な
ど
に
つ
い
て
主
な
も

の
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

⑮ 赤間宿の御茶屋のイメージ図 

図８ 赤間宿 ⑯ 五卿西遷之遺跡の碑 
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〇
御
茶
屋
⑯ 

黒
田
藩
の
別
館
で
、
諸
大
名
や
幕
府
の
役
人
が
泊
ま
る
本
陣
。 

〇
制
札
場 

藩
か
ら
の
告
知
、
宿
場
の
人
馬
賃
等
の
掲
示
、
宿
場
間
距
離
を
示
し
た
。 

〇
御
茶
屋
奉
行
所 

御
茶
屋
の
管
理
や
使
用
す
る
大
名
の
送
迎
の
た
め
の
馬
廻
組 

の
藩
士
と
、
そ
の
下
の
役
人
で
あ
る
下
代
が
駐
在
し
た
。 

〇
町
茶
屋 

脇
本
陣
で
、
大
名
以
外
や
一
般
の
人
々
も
泊
ま
れ
た
。 

〇
郡
屋 

藩
か
ら
の
伝
達
が
あ
っ
た
場
合
に
郡
奉
行
、
代
官･

下
代
、
各
村
の 

大
庄
屋
、
庄
屋
、
組
頭
等
が
集
ま
っ
て
会
議
を
開
く
施
設
。 

〇
御
用
米
倉
庫 

郡
屋
に
隣
接
し
た
黒
田
藩
の
御
用
米
の
倉
庫
。 

〇
問
屋
場 (

人
馬
継
所)

）)

⑱ 

輸
送
や
運
搬
を
取
り
扱
う
施
設
で
、
人
馬
の 

手
配
や
飛
脚
を
運
ぶ
荷
物
等
を
扱
っ
た
。 

〇
庄
屋 

流
通
等
の
要
の
部
分
に
当
た
り
、
そ
の
全
体
的
な
把
握
と
管
理
の 

必
要
性
か
ら
、
問
屋
場
に
隣
接
し
て
立
地
し
た
。 

〇
辻
井
戸
⑲ 

人
馬
や
旅
人
等
の
飲
み
水
を
供
給
。 

 

こ
う
し
た
諸
施
設
か
ら
も
、
赤
間
宿
は
、
本
格
的
な
宿
場
と
し
て
の
機
能
に
加
え
、
峠
越
え
な
が
ら

岡
垣
や
鞍
手
郡
を
含
む
近
隣
地
域
を
商
圏
に
含
み
、
流
通
、
小
売
業
等
の
商
業
関
係
者
が
ま
た
多
く
を

占
め
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

ｂ 

赤
間
宿
の
町
割
り
に
つ
い
て 

図
８
に
示
す
よ
う
に
、
九
州
自
動
車
道
の
若
宮
Ｉ
Ｃ
か
ら
県
道
７
５
号
を
進
め
ば
赤
間
の
ま
ち
に
入

る
所
で
県
道
５
０
３
号
と
ク
ロ
ス
し
、
そ
こ
か
ら
Ｊ
Ｒ
教
育
大
前
駅
の
方
向
に
進
む
と
、
や
は
り
県
道

２
９
号
と
交
わ
る
。
こ
の
間
の
約
５
０
０
ｍ
区
間
が
赤
間
宿
の
本
通
り
で
あ
る
。
そ
の
本
通
り
に
沿
っ

て
町
割
り
が
行
わ
れ
、
Ｊ
Ｒ
教
育
大
前
駅
側
の
芦
屋
往
還
へ
の
東
構
口
側
か
ら
い
え
ば
上
ノ
番
、
上
中

ノ
番
、
下
中
ノ
番
、
下
ノ
番
の
区
分
で
あ
る
。 

そ
の
中
で
、
上
中
ノ
番
と
下
中
ノ
番
の
間
に
県
道
７
５
号
と
直
角
に
本
町
方
向
に
延
び
る
道
が
あ
り
、

そ
れ
に
沿
っ
て
郡
屋
、
黒
田
藩
の
藩
御
用
米
倉
庫
、
下
代
屋
敷
、
お
よ
び
そ
の
す
ぐ
近
く
に
御
茶
屋
が

並
ん
で
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
前
の
道
は
、
一
方
で
猿
田
彦
神
社
に
繋
が
る
と
と
も
に
、
他
方
で
県

道
若
宮
玄
海
線
７
５
号
に
接
続
し
、
そ
れ
か
ら
陵
厳
寺
地
区
や
平
等
寺
、
山
田
を
通
り
抜
け
、
鐘
崎
に

至
る
が
、
庶
民
の
生
活
道
路
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。 

ｃ 

赤
間
宿
の
建
築
物
の
形
態 

建
築
物
の
形
態
は
古
い
町
屋
が
幾
つ
か
現
存
し
、
そ
れ
ら
か
ら
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
が
長
い
う
な

ぎ
の
寝
床
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
壁
面
は
漆
喰
を
施
し
た
白
壁
や
蔀
戸
（
し
と
み
ど
）

⑰ 赤間宿の総鎮守府・須賀神社 

地区 名所・旧跡・公園等 住所（宗像市） 電話(0940)

八所宮 吉留3186 33-4467
平山天満宮（無人） 吉留960
グローバルアリーナ 吉留46-1 33-8400
伊豆本店（老舗酒造） 武丸1060 32-3001
勝屋酒造（老舗酒造） 赤間4-1-10 32-3010
街道の駅　赤馬館 赤間4-1-8 35-4128
城山（宗像大宮司の居城） 陵厳寺
むなかた物産市オアシス 赤間くりえいと2-2-8 39-7700
五卿西遷之遺跡碑 赤間6-1
須賀神社（無人） 赤間6-6-7
節婦お政の碑 　（須賀神社内）
石松林平・伴六の碑 　（須賀神社内）
出光佐三展示室 赤間5-1-3 26-0085
出光佐三の生家（無人） 赤間4-11-28
出光邸（蛭子屋、兜造り屋根）赤間5-1-17
出光万兵衛生家 赤間5-1-19
石松邸（橋口屋、明治前期） 赤間3-3-12
石松邸（蔦屋、兜造り屋根） 赤間2-4-17
萩尾邸（新屋、江戸後期） 赤間3-4-7
吉田邸（明治初期） 赤間3-3-7
辻井戸(須賀神社内） 赤間6-6-7
辻井戸(赤間構口側） 赤間
JR赤間駅（明治23年開業） 赤間駅前1-1-1 32-7120
ふれあいの森 河東2354
法然寺(天正3年創建） 赤間6-1-1 32-3229
浄万寺 赤間4-6-1 32-3172
山田地蔵尊増福院 山田700 33-8287

赤
 
 
間

表２ むなかた地域の主な名所・旧跡（1） 
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が
あ
り
、
千
本
格
子
風
の
障
子
戸
が
あ
る
。
大
名
行
列
を
意
識
し
て
か
、
二
階
か
ら
見
下
す
の
を
避
け

る
た
め
に
、
二
階
の
窓
を
小
さ
く
し
た
兜
造
り
屋
根
（
⑳
、
㉕
）
の
町
屋
が
、
街
並
み
風
景
に
花
を
添

え
て
い
る
。
現
在
で
も
、
写
真
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
そ
う
し
た
建
物
が
み
ら
れ
、
当
時
の
街
の
姿
を

イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。 

ｄ 

赤
間
宿
の
名
所
・
旧
跡
を
訪
ね
る 

本
地
域
の
名
所･

旧
跡
の
う
ち
、
江
戸
時
代
の
唐
津
街
道
に
お
け
る
赤
間
宿
の
ま
ち
の
構
図
と
行
政

機
関
を
前
項
ま
で
に
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
名
称
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
に

民
間
の
建
物
を
加
え
、
ま
た
宿
場
ま
ち
周
辺
の
施
設
を
含
め
た
街
歩
き
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
（
図
１
参

照)

。 

芦
屋
方
面
の
北
側
か
ら
南
下
し
、
Ｊ
Ｒ
教
育
大
前
駅
（
１
９
８
８
年
開
設
）
か
ら
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線

の
跨
線
橋
を
渡
り
唐
津
街
道
に
入
る
と
、
赤
間
宿
と
記
載
さ
れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
門
柱
が
目
に
入
る
。

そ
れ
を
南
に
進
め
ば
、
左
に
「
須
賀
神
社
」
⑰
が
あ
る
。
赤
間
宿
の
入
り
口
で
、
須
佐
之
男
命
を
祀
り
、

鬼
門
を
守
護
す
る
神
社
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
境
内
に
は
貴
船
神
社
、
菅
原
神
社
な
ど
い
く
つ
か
の
境

内
神
社
と
共
に
、
旅
人
や
馬
へ
の
給
水
の
た
め
の
辻
井
戸
、
農
村
の
振
興
に
努
め
た
「
石
松
林
平･

伴
六

の
碑
」
や
「
節
婦
お
政
の
碑
」
な
ど
が
あ
る
。 

碑
文
に
よ
れ
ば
、
石
松
氏
は
、
徳
重
村
（
現
在
は
赤
間
地
区
に
含
ま
れ
る
）
の
篤
農
家
で
村
役
を
務

め
た
と
あ
る
。
ま
た
、
天
保
の
飢
饉
（
１

８
３
０
年
代
）
で
は
救
済
の
た
め
に
宗

像
米
を
貸
し
出
し
、
１
８
５
４
年
に
は

許
斐
山
の
山
頂
に
鐘
を
引
き
上
げ
、
時

を
報
じ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
節
婦
お

政
の
碑
は
、
父
親
が
決
め
た
許
嫁
と
、

育
て
の
親
姉
夫
婦
が
勧
め
る
大
庄
屋

の
息
子
と
の
縁
談
で
悩
ん
だ
お
政
の

「
わ
が
身
ひ
と
つ
か
く
ご
極
め
参
せ

候
」
と
の
遺
書
を
残
し
自
殺
し
た
こ
と

を
憐
れ
ん
で
の
碑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

見
て
い
る
と
、
今
日
で
も
ニ
ュ
ー
ス
で

伝
え
ら
れ
る
内
容
と
変
わ
り
は
な
く
、

新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
原
点
を
な
す
と

い
っ
て
も
よ
い
。 

 

原
町
方
向
に
進
む
と
、
県
道
２
９
号

と
交
わ
り
、
そ
の
角
に
１
５
７
３
年

（
天
正
３
）
創
建
の
法
然
寺
が
あ
り
、

す
ぐ
横
に
「
五
卿
西
遷
之
遺
跡
」
と
刻

む
石
碑
⑯
が
建
っ
て
い
る
（
一
口
メ
モ

(

９)

参
照
）。
幕
末
の
尊
皇
攘
夷
派
の

三
条
実
美
ら
五
卿
の
公
家
が
、
政
変
で

京
の
都
か
ら
追
放
さ
れ
、
関
門
を
経
て

洞
海
湾
の
黒
崎
の
湊
に
上
陸
。
そ
こ
か

ら
太
宰
府
に
向
か
う
途
中
で
、
赤
間
宿

に
滞
在
し
た
の
を
記
念
し
て
の
碑
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
世
話
し
た
の
が
福
岡
藩
勤
王
党
の
志
士
と
し
て
活
躍
し
、
宗
像
市
吉
留
に
い
た

早
川
勇
で
あ
る(

一
口
メ
モ(

１
０)

参
照)

。 

碑
か
ら
道
路
を
渡
り
南
に
進
め
ば
、
左
手
に
海
軍
兵
学
校
校
長
と
舞
鶴
要
港
部
司
令
官
を
務
め
た
出

光
万
兵
衛
の
生
家
が
あ
り
、
江
戸
中
期
の
建
物
で
兜
造
り
の
屋
根
を
持
つ
「
出
光
（
蛭
子
屋
）」
お
よ
び

制
札
場
跡
が
あ
る
。
ま
た
、
相
対
峙
す
る
向
い
に
出
光
佐
三
の
生
家
㉒
が
あ
る
。 

出
光
佐
三
（
１
８
８
５
～
１
９
８
１
）
は
、
石
油
の
輸
入
・
精
製
を
手
掛
け
た
出
光
興
産
（
現
在
の

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
の
前
身
）
の
創
始
者
で
、
戦
後
復
興
に
活
躍
し
た
商
人
、
経
済
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
宗

一口メモ(9) ：「五卿西遷之遺跡」の碑 

赤間宿で特記できるもので幕末に尊皇攘夷論の公家の三条実美らが八月

十八日の政変(1863 年)で京都を追放され太宰府に移送される途中に本宿場

の御茶屋に25 日間滞在した。この期間中、地元出身の早川勇や勤皇の志士

との交流がみられたが、それを記念する五卿西遷之遺跡碑が直方宗像線県

道29 号と県道若宮玄海線75 号との交点に建てられている。 

一口メモ(10) ：幕末の志士・早川勇（1832～1899）について 

早川勇は、医師早川家の養子となり宗像市吉留に居住した医者であった

が、幕末、福岡藩内の佐幕派と勤王党との争いの中で、月形洗蔵ら勤王党の

志士との交流を深め、明治維新に向けた討幕運動で活躍した。 

 吉武地区コミュニティーセンターの前にある早川勇顕彰碑の解説によれ 

ば、「早川勇は、幕末から明治へ、 高杉晋作、西郷隆盛、中岡慎太郎、平野

国 臣、野村望東尼、等と結び歴史を動かした志士の一人」とある。 

坂本龍馬の仲介で薩長同盟(1866 年)が成立したことはよく知られている

が、早川は、その 3 年も前から、そうしたことの重要性を説き先導した。

また、三条実美ら五卿の太宰府への西遷に奔走し、その途次、赤間宿の御茶

屋(本陣)に25 日間逗留したが、それを世話した。従者や、長州藩をはじめ

諸藩の護衛など合わせて100 名を超える随行があり、あるいは、薩摩藩の

西郷隆 盛が早馬で駆けつけ、尊王攘夷の志士たちが多く訪れたといわれて

いる。 

しかし、福岡藩では、その頃に佐幕派が力を盛り返し、「乙丑（いっちゅ

う）の獄」で勤王党の志士達は弾圧を受け、とらえられて切腹や斬首などに

処された。早川も連座し閉門に処せられたが、その間の1867 年、薩長に対

し討幕 の命が下り、遂に王政復古の大号令が発せられ、早川も開放された。

顕彰碑横に 

国の為 ふかき心を つくしかた 身はよせかへる 波にまかせて 

との歌碑がある。  

維新の後、奈良府判事や元老院大書記官を勤め、晩年は東京で郷里の若者 

が集うための宗像郷友会を設立し力を尽くした。 

⑱ 赤間宿の問屋場跡 ⑲ 唐津街道 赤間宿の辻井戸 
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像
大
社
の
復
興
に
も
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
百
田
尚
樹
の
小
説
「
海
賊
と
呼
ば
れ
た
男
」

（
２
０
１
２
年
）
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
そ
の
人
だ
が
、
佐
三
が
語
っ
た
言
葉
と
し
て
残
る
も
の
を
二
、

三
挙
げ
れ
ば
、「
逆
境
の
時
に
立
て
た
計
画
は
堅
実
で
間
違
い
な
い
」、「
何
を
や
る
に
し
て
も
考
え
て

考
え
抜
く
。
そ
れ
が
私
の
一
生
で
あ
る
」
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
い
く
ら
大
学
を
出
て
い
て
も
困
難
を

克
服
し
て
，
試
練
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
よ
。
人
間
が
先
で
あ
り
ま
す
。「
育
」
が

先
で
「
教
」
が
後
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
「
教
育
」
と
い
う
言
い
方
が
間
違
い
で
「
育
教
」
と
い
っ
た

ほ
う
が
い
い
」
と
も
。
ま
じ
め
な
努
力
の
人
柄
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
ら
に
進
む
と
出
光
邸
（
桝
屋
）
が
あ
り
、
そ
し
て
本
街
道
と
直
角
に
交
わ
り
、
玄
海
灘
に
突
き
出

る
鐘
崎
港
方
面
に
向
か
う
通
り
（
古
代
の
往
還
）
と
な
る
。
ｂ
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
右
手
に
御
茶
屋

奉
行
所
跡
、
下
代
役
宅
跡
の
案
内
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
建
物
は
現
存
し
な
い
。
隣
接
し
て
許
斐
岳
城

主
の
占
部
氏
が
開
基
し
た
「
淨
万
寺
」
が
あ
り
、
道
を
挟
ん
で
反
対
側
に
郡
屋
跡
が
あ
る
。 

本
通
り
に
も
ど
る
と
、
枡
屋
の
先
の
角
か
ら
す
ぐ
に
赤
間
宿
の
観
光
案
内
所
と
お
食
事
処
赤
馬
館
⑳

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
並
ぶ
の
が
１
７
９
０
（
寛
政
２
）
年
創
業
の
勝
屋
酒
造
㉑
で
、
城
山
の
水

で
造
ら
れ
た
酒
で
知
ら
れ
て
い
る
。
近
く
に
人
馬
継
所
跡
、
少
し
南
西
に
下
っ
た
と
こ
ろ
に
辻
井
戸
⑲
、

さ
ら
に
進
む
と
本
宿
場
の
特
徴
で
あ
る
兜
造
り
の
屋
根
を
持
つ
「
石
松
邸
（
蔦
屋
）」
㉕
が
建
っ
て
い

る
。 蛭

子
屋
の
並
び
で
出
光
佐
三
展
示
室
、
ず
っ
と
下
っ
て
江
戸
後
期
の
建
物
で
１
８
８
８
年
（
明
治
２

１
年
）
に
こ
の
地
で
蒟
蒻
製
造
を
始
め
た
萩
尾
邸
、
少
し
進
ん
で
明
治
初
期
の
建
物
で
金
型
と
金
具
を

造
っ
て
い
た
「
石
松
邸
（
橋
口
屋
）」
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
明
治
初
期
の

建
物
で
建
具
の
家
具
製
造
販
売
を
し
て
い
た
吉
田
邸
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
構
口
に
至
る
が
、
そ
の
直
ぐ
傍
の
釣
川
辻
田
橋
の
た
も
と
に

石
柱
が
建
っ
て
い
る
。
何
だ
ろ
う
と
近
寄
る
と
、「
釣
川
定
石
一
番
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。
釣
川
は
天
井
川
で
、
江
戸
時
代
中
頃
し
ば
し
ば
の
洪
水
に

悩
ま
さ
れ
、
そ
の
対
策
の
た
め
に
、
当
時
の
郡
奉
行
指
揮
の
も
と
、
延
べ

２
６
０
０
０
人
を
要
し
て
９
．
６
㎞
に
及
ぶ
浚
渫
工
事
を
行
い
川
幅
が
広

げ
ら
れ
た
。
そ
の
際
に
設
置
さ
れ
た
１
０
本
の
定
石
の
１
番
目
の
こ
と
で
、

今
で
は
こ
れ
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

ｅ 

赤
間
宿
の
周
辺
を
巡
る 

赤
間
宿
の
周
辺
に
目
を
向
け
る
と
、
須
賀
神
社
か
ら
主
要
地
方
道
で
あ

る
県
道
２
９
号
が
あ
り
、
吉
武
地
区
へ
と
進
む
と
、「
平
山
天
満
宮
」
に
至

り
、
福
岡
県
指
定
の
天
然
記
念
物
の
三
又
の
大
楠
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、

同
じ
吉
武
地
区
に
、
本
章
の
冒
頭
に
述
べ
た
「
八
所
宮
（
は
っ
し
ょ
ぐ
う
）」

㉖
が
あ
る
。
伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美
命
な
ど
神
代
４
夫
婦
神
８
柱
が
祀

㉑ 宗像市赤間にある勝屋酒造の酒蔵まつり。主屋や煙

突は国登録の有形文化財で見学可能。（宗像市赤間） 

⑳ 宗像市東部観光拠点施設の赤馬館（街道の駅） 

㉒ 赤間宿にある出光佐三の生家（宗像市） 

㉓ 赤間宿の古民家1 
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ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
名
の
由
来
と
な
っ
た
と
あ
る
。
創
建
は
飛
鳥
時
代
の
６
７
４
年
で
、
相
当

の
昔
か
ら
あ
り
、
遣
唐
使
が
航
海
の
安
全
を
祈
っ
た
、
小
早
川
隆
景
が
太
刀
を
奉
納
し
た
、

な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
４
～
５
月
の
ツ
ツ
ジ
や
藤
棚
の
頃
、
お
よ
び
秋
の
ご
神
興
祭
に
沢
山

の
人
々
が
訪
れ
、
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。 

県
道
２
９
号
を
鞍
手
町
方
向
に
進
む
と
、
道
路
沿
い
に
ラ
グ
ビ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
、
陸
上
競
技
場
等
の

ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
、
宿
泊
施
設
、
シ
ョ
ッ
プ
が
み
え
る
。
総
合
多
目
的
施
設
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
リ
ー

ナ
」
㉗
で
あ
り
、
社
会
人
、
大
学
生
、
高
校
等
の
運
動
ク
ラ
ブ
や
近
隣
の
市
民
の
利
用
が
多
い
。 

あ
る
い
は
、
県
道
７
５
号
に
も
ど
っ
て
北
へ
進
み
、
県
道
２
９
１
号
に
入
る
と
、
白
山
城
の
麓
の
山

田
地
区
に
至
り
、「
山
田
地
蔵
尊
増
福
院
」
が
あ
る
。
増
幅
院
は
宗
像
大
宮
司
家
の
神
護
寺
で
あ
る
が
、

１
５
５
１
年
、
宗
像
大
宮
司
氏
男
の
正
室
で
家
督
争
い
（
一
口
メ
モ
（
３
）
に
お
け
る
山
田
御
殿
の
大

惨
事
）
に
巻
き
込
ま
れ
暗
殺
さ
れ
た
菊
姫
様
な
ど
６
人
の
女
性
の
御
霊
を
祭
る
地
蔵
尊
が
あ
り
、
宗
像

氏
関
連
の
品
々
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
安
産
や
子
育
て
を
願
う
人
々
が
多
数
訪
れ
る
が
、
４
月
の
花
祭

り
が
有
名
で
あ
り
、
ま
た
、
春
の
時
期
の
山
桜
と
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
見
物
で
も
賑
わ
っ
て
い
る
。 

山
田
の
西
隣
の
河
東
地
区
の
「
ふ
れ
あ
い
の
森
」
は
、
総
合
公
園
で
、
四
季
を
通
じ
て
市
民
の
憩
い

の
場
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
県
道
２
９
１
号
、
く
り
え
い
と
通
り
を
南
下
し
て
土
穴
地
区
に
向
か
え
ば

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
に
至
る
。
現
在
の
駅
舎
は
橋
上
駅
だ
が
、
最
初
の
も
の
は
１
８
９
０
（
明
治
２
３
）
年
に

開
設
さ
れ
、
九
州
に
お
け
る
鉄
道
の
歴
史
に
一
ペ
ー
ジ
を
刻
む
と
共
に
、
急
速
に
進
ん
だ
現
代
の
地
域

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
。 

㉗－1  グローバルアリーナ（サッカー場）(宗像市吉留) 

 

㉗－2  グローバルアリーナ（陸上施設）（宗像市吉留） 

㉗－3 グローバルアリーナ（宿泊施設等）（宗像市吉留） 

㉖八所宮（宗像市吉富） 

㉔ 赤間宿の通りの古民家2 

㉕ 赤間宿兜造りの屋根（宗像市赤間） 
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ｆ 
赤
間
宿
地
区
の
特
産
品
、
食
な
ど 

 

少
し
で
も
参
考
に
と
特
産
品
や
食
な
ど
を
紹

介
す
る
が
、
詳
し
く
は
赤
間
宿
な
ど
の
観
光
情
報

を
発
信
、
案
内
し
て
い
る
赤
馬
館
⑳
で
聞
く
と
よ

い
。
赤
馬
館
で
も
食
事
処
が
あ
り
、
赤
馬
御
前
そ

ば
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
赤

間
駅
近
傍
の
北
西
側
に
あ
る
「
む
な
か
た
物
産
市
オ
ア
シ
ス
」
は
、
減
塩
、
無
添
加
で
健
康
志
向
の
ハ

ム
詰
め
合
わ
せ
が
人
気
で
あ
る
。 

赤
間
宿
の
赤
間
構
口
の
近
く
で
、
唐
津
街
道
（
県
道
５
０
３
号
）
の
西
側
の
裏
通
り
に
あ
る
「
菓
子

工
房
の
椋
の
木
ム
ッ
ク
」
は
洋
菓
子
と
カ
フ
ェ
と
レ
ス
ト
ラ
ン
が
融
合
し
た
点
で
特
徴
が
あ
り
、
食
の

味
わ
い
の
提
供
と
同
時
に
憩
い
の
場
で
も
あ
る
。 

前
述
し
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
リ
ー
ナ
」
で
は
、
そ
の
本
来
の
施
設
の
み
で
な
く
季
節
に
合
わ
せ
た
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
特
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
人
々
の
演
奏
会
が
有
名
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
、
施
設
内
の
「
シ

ョ
ッ
プ
楡
の
森
」
に
あ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
直
送
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な
蜂
蜜
と
ロ
ー
ズ
ジ
ャ
ム
が
、
ま
た
、

施
設
内
の
「
グ
リ
ー
ン
グ
ラ
ス
ベ
ー
カ
リ
ー
」
の
ア
ー
モ
ン
ド
ラ
ス
ク
が
人
気
で
あ
る
。 

一
方
、
Ｊ
Ｒ
教
育
大
前
駅
と
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
の
中
間
に
位
置
し
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
を
は
さ
ん
で
北
側

に
あ
る
「
寿
司
割
烹
ふ
く
仙
」
は
宗
像
産
の
穴
子
め
し
が
味
わ
え
、
逸
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｊ
Ｒ
赤

間
駅
前
の
北
側
の
「
居
食
処 

高
田
」
は
地
鶏
と
も
つ
鍋
お
よ
び
活
魚
を
提
供
す
る
人
気
店
で
あ
る
。 

同
様
に
、
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
前
に
あ
る
米
粉
パ
ン
工
房
「
穂
の
香
」
は
、
宗
像
と
福
津
産
の
お
米
で
パ
ン

を
作
る
ユ
ニ
ー
ク
な
店
で
あ
り
、
若
い
人
に
人
気
の
あ
る
「
ス
イ
ー
ツ
工
房  

Ｂ
Ｅ
Ｎ
Ｙ
」
は
カ
ス
タ

ー
ド
と
ク
リ
ー
ム
チ
ー
ズ
を
練
り
混
ぜ
た
ス
フ
レ
ケ
ー
キ
が
お
薦
め
で
あ
る
。 

要
す
る
に
、
宗
像
市
に
は
田
園
都
市
を
生
か
し
、
憩
い
の
場
で
あ
る
と
共
に
、
地
産
地
消
の
店
な
ど

地
元
な
ら
で
は
の
飲
食
店
や
食
事
処
が
点
在
し
、
名
所
旧
跡
め
ぐ
り
の
合
間
に
し
ば
し
の
休
憩
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。 

つ
い
で
な
が
ら
、
前
述
の
「
勝
屋
酒
造
」
は
主
屋
が
国
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
。
こ
の
酒
造
の
お

酒
は
玄
海
灘
で
獲
れ
る
海
の
幸
と
辛
口
の
本
醸
造
酒
・
沖
ノ
島
が
良
く
合
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
上

撰
の
樽
の
露
な
ど
が
あ
る
。
他
に
、
老
舗
の
酒
蔵
と
し
て
、
直
方
宗
像
線
の
県
道
２
９
号
沿
い
の
武
丸

に
、
１
７
１
７
年
創
業
の
「
伊
豆
本
店
」
が
あ
る
。
や
や
辛
口
の
清
酒
・
亀
の
尾
が
推
奨
で
あ
る
。 

以
上
に
述
べ
た
特
産
品
な
ど
は
表
３
に
ま
と
め
る
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
主
な
ホ
テ
ル
等
を
表
４

に
示
す
。
こ
れ
ら
は
執
筆
時
の
も
の
で
、
事
前
の
確
認
が
必
要
な
こ
と
を
お
断
り
す
る
。 

 

３ 

間
の
宿
・
原
町
地
区
を
散
策
す
る 

 

原
町
は
赤
間
宿
か
ら
博
多
・
福
岡
に
向
か
う
唐
津
街
道
を
５
㎞
ほ
ど
進
ん
だ
所
に
あ
り
、
赤
間
の
宿

と
畦
町
宿
と
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
成
立
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
宗
像
郡
内

の
光
岡
村(

後
に
周
辺
の
村
と
合
併
し
宮
田
村
と
な
る)

と
野
坂
村
の
集
落
に
も
と
る
が
、
本
来
の
宿
場

で
な
く
、
泊
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
非
公
認
の
宿
場
で
あ
り
、「
間
の
宿
」（
あ
い
の
し
ゅ
く
）、
あ
る

い
は
「
間
の
村
」（
あ
い
の
む
ら
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宿
場
と
宿
場
の
間
の
休
憩
所
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。 

そ
の
後
、
１
９
１
１
年
（
明
治
４
４
年
）
に
お
け
る
明
治
の
大
合
併
で
、
野
坂
村
と
宮
田
村
の
２
つ

が
合
併
し
南
郷
村
（
現
在
の
南
郷
小
学
校
の
校
名
の
由
来
）
と
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
１
９
５
４
年
の
昭

和
の
大
合
併
で
宗
像
町
に
な
り
、
南
郷
村
の
名
称
を
も
つ
自
治
体
は
な
く
な
っ
た
。 

ａ 

原
町
地
区
の
名
所･

旧
跡
を
散
策
す
る(

図
９) 

原
町
を
、
畦
町
方
向
に
向
う
と
、
宿
場
の
外
れ
に
集
落
の
総
鎮
守
と
し
て
の
原
神
社
が
あ
り
、
１
８

５
５
年
建
立
と
の
こ
と
だ
が
、
小
山
の
上
か
ら
許
斐
山
を
向
き
つ
つ
、
原
町
を
見
守
る
よ
う
に
建
っ
て

い
る 

(

図
９)
。
そ
の
行
事
に
元
旦
祭
や
御
祇
園
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
進
め
ば
、
県

道
９
２
号
の
原
町
交
差
点
で
、
そ
こ
か
ら
が
原
町
宿
㉘
で
、
和
風
な
デ
ザ
イ
ン
の
家
屋
が
あ
り
、
恵
比

寿
神
社
や
籠
立
場
な
ど
の
跡
が
残
る
。 

小
さ
な
集
落
で
は
あ
る
が
、
１
７
５
８
（
宝
暦
８
）
年
に
転
住
し
て
き
た
有
吉
善
三
郎
の
家
は
代
々

地区 宿泊施設 住所(宗像市） 電話(940)

赤間 赤間ステーションホテル 赤間駅前1-2-6 32-0400

原町 チサンイン宗像 光岡992-1 36-8211

神湊 宗像リーゾートホテル 神湊651-2 62-4826
魚屋別館 神湊643 62-3355

高嘉旅館 神湊454 62-1221

玄海旅館 神湊485-7 62-0001

ホテルグレージュ 神湊600 38-7700
はなわらび 江口518-1 62-0107

みなと荘 神湊1250-66 62-2265

松風荘 神湊1250-13 62-0120

華杏　弥太郎 勝浦530-2 62-3282
鐘崎 ロイヤルホテル宗像 田野1303 62-1600

民宿しらいし 鐘崎619 92-1149

大島 民宿ふじ島 大島695-1 72-2631

三好屋旅館 大島1051-1 72-2003
民宿つわせ 大島2432 72-2015

         表４ むなかた地域の宿泊施設(1) 

地区 品名 取扱店 住所(宗像市) 電話(940)

赤間そば御膳 街道の駅　赤馬館 赤間4-1-8 35-4128

ヤギシタハム詰合せ むなかた物産オアシス 赤間くりえいと 39-7700

2-2-8

カジュアルフレンチ お菓子工房＆Café椋の木ムック　

赤間2-4-32 32-8998

ブルガリアのはちみつと

ローズジャム グローバルアリーナ（ショップ楡の森）

アーモンドラスク グローバルアリーナ（グリーングラスベーカリー）

吉留46-1 33-9252

宗像産「あなごめし」 寿司割烹　ふく仙 三郎丸6-3-12 32-6277

丸昭第一ビル1F

もつ鍋、地鶏鍋 居食処　高田 赤間駅前1-2-5 32-1515

スフレケーキ スィーツ工房BENY 赤間駅前1-9-1-1 36-9068

赤
　
　
間

表３ むなかた地域の特産品(１) 
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医
業
に
携
わ
り
、
４
代
目
は
長
崎
の
シ
ー
ボ
ル
ト
が
１
８
２
４
年
に
設
立
し
た
鳴
滝
塾
で
蘭
方
医
学
を

学
び
、
５
代
目
の
有
吉
貞
輔
は
西
洋
医
学
に
よ
る
人
体
解
剖
に
携
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

医
術
に
優
れ
た
人
物
を
輩
出
し
、
明
治
以
降
に
は
南
郷
役
場
が
立
地
し
、
周
囲
を
自
然
や
田
畑
に
囲
ま

れ
な
が
ら
、
村
の
中
心
地
、
商
業
地
へ
と
変
化
し
発
展
し
た
。 

現
在
の
原
町
は
「
間
の
宿
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
街
並
み
を
修
景
し
、
和
風
の
古
民
家

の
雰
囲
気
を
持
つ
農
村
の
中
心
と
い
っ
た
集
落
の
整
備
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
九
州
市
お

よ
び
福
岡
市
の
郊
外
の
ま
ち
と
も
い
え
、
周
り
に
国
道
３
号
の
バ
イ
パ
ス
や
大
規
模
な
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン

の
開
発
が
進
む
中
、
あ
え
て
か
つ
て
の
街
並
み
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
街
づ
く
り
（
街
な
み
環
境
整
備
事
業
）

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
交
差
点
の
角
に
立
つ
写
真
㉘
の
案
内
板
を
出
発
点
に
、
古
い
農

村
を
テ
ー
マ
に
表
５
に
示
す
建
物
を
見
て
歩
く
こ
と
に
な
る
。 

先
ず
は
、
す
ぐ
横
に
あ
る
地
場
産
の
野
菜
等
の
特
産
市
場
の
「
と
れ
と
れ
プ
ラ
ザ
か
の
こ
の
里
」
で

あ
り
、
新
鮮
な
食
材
が
揃
っ
て
い
る
。
そ
の
駐
車
場
の
西
隣
は
、
原
町
に
し
て
は
他
と
相
違
し
、
印
象

的
な
洋
風
の
「
米
倉
医
院
」
㉘
が
あ
る
。
こ
れ
は
旧
南
郷
村
の
役
場
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
１
９

３
７
年
に
ス
ペ
イ
ン
瓦
で
葺
い
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
風
木
造
二
階
建
て
の
建
物
で
あ
る
。
当
時
の
地
方
官
庁

な
ど
を
建
設
す
る
に
当
た
っ
て
、
他
の
ま
ち
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
建
築
様
式
で
あ
る
。 

そ
の
並
び
を
南
西
方
向
へ
進
む
と
、
明
治
大
正
期
の
民
家
が
並
び
、
昭
和
期
に
洋
画
壇
で
活
躍
し
た

「
中
村
研
一･

琢
二
兄
弟
画
伯
の
生
家
」
㉛
が
あ
る
。
農
家
と
武
士
の
家
が
混
じ
る
寄
棟
・
倉
造
り
（
１

９
０
７
年
）
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
屋
敷
内
に
私
設
の
美
術
館
が
建
て
ら
れ
、
両
画
伯
の
作
品
が
公
開

さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
昭
和
期
に

洋
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
兄

研
一
は
大
画
面
作
品
が
得
意
で
、

従
軍
画
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る
。
弟
琢
二
は
柔
ら
か
な
色
彩

の
風
景
画
や
肖
像
画
を
好
ん
で

描
い
た
。
そ
う
し
た
作
品
と
共

に
、
幼
少
期
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

や
日
記
帳
な
ど
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
兄
弟
は
、
日
展
の
審
査

員
を
つ
と
め
、
あ
る
い
は
芸
術
会

員
に
推
挙
さ
れ
中
央
画
壇
で
活

躍
し
た
が
、
家
が
裕
福
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
あ
ま
り
絵
を
売
る
こ

と
は
な
く
、
東
京
の
家
に
埋
も
れ

た
ま
ま
戦
災
に
あ
い
多
く
を
焼

失
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
生
家
の
美
術
館

の
作
品
は
、
兄
弟
の

絵
を
今
に
つ
た
え
る

貴
重
な
も
の
で
あ

る
。 こ

の
生
家
に
隣
接

し
た
と
こ
ろ
に
丸
正

本
店
の
看
板
が
か
か

る
商
店
㉚
が
あ
り
、

昭
和
初
期
の
建
物

で
、
そ
の
横
に
１
８

５
４
年
創
建
の
恵
比

須
さ
ま
が
祀
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
街

道
そ
ば
た
か
ら
い
」

㉙
と
な
る
が
、
こ
の

店
は
慶
応
年
間
に
眞
武
茂
蔵
に
よ
っ
て
創
業
さ
れ
た
旧
眞
武
酒
造
の

建
物
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
屋
部
分
は
慶
応
年
間
に
建
て
ら

れ
、
奥
座
敷
は
明
治
初
期
に
建
築
さ
れ
、
当
時
の
様
子
を
い
ま
に
残

す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
畦
町
宿
方

向
へ
進
む
と
、
挿
し
絵
、
版
画
で
知
ら
れ
る
垣
田
正
弘
画
伯
の
生
家
が
あ
る
。 

一
方
、
道
を
挟
む
反
対
側
を
「
と
れ
と
れ
プ
ラ
ザ
か
の
こ
の
里
」
近
く
へ
と
戻
れ
ば
、
蕎
麦
屋
の
斜

め
前
に
１
９
１
５
年
（
大
正
４
）
の
建
築
（
眞
武
酒
造
の
分
家
）
が
あ
り
、
現
在
は
「
古
美
術
楽
市
楽

座
」
㉝
が
あ
る
。
続
い
て
お
肉
屋
さ
ん
で
知
ら
れ
る
古
民
家
風
の
建
物
と
な
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
辺
り
一
帯
が
、
古
民
家
を
生
か
し
な
が
ら
板
壁
と
白
い
漆
喰
の
壁
を
組
み

合
わ
せ
た
街
並
み
の
整
備
が
進
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
環
境
整
備
で
町
再
生
へ
の
デ
ザ
イ
ン
と

工
夫
が
見
て
取
れ
る
。 

 

原
町
の
周
辺
に
目
を
転
じ
る
と
、
１
５
７
４
年
に
僧
接
誉
が
開
山
し
た
寺
院
で
、
寺
の
西
隣
の
大
穂

に
許
斐
岳
城
の
城
主
・
多
賀
出
雲
守
隆
忠
創
建
の
「
宗
生
寺
」
が
あ
り
、
小
早
川
隆
景
や
、
大
宮
司
氏

貞
夫
人
、
許
斐
氏
の
墓
が
あ
る
。
山
門
は
筑
前
領
主
・
小
早
川
隆
景
の
居
城
の
名
島
城
（
福
岡
市
東
区
）

に
あ
っ
た
も
の
を
移
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
隆
景
は
無
論
の
こ
と
、
黒
田
藩
初
代
藩
主
の

黒
田
長
政
の
寄
進
で
支
え
ら
れ
、
２
代
藩
主
黒
田
忠
之
に
よ
る
観
音
堂
の
再
建
、
３
代
藩
主
の
黒
田
光

地区 名所・旧跡等 住所（宗像市）電話(0940）

原神社(鎮守の森） 原町2199

米倉病院(旧南郷村役場） 原町151-1 36-2056

とれとれプラザかのこの里 原町151-3 36-7665

中村研一・琢二生家美術館 原町159 36-7632

街道そばたからい（眞武邸） 原町163 36-0302

(旧眞武酒造)

眞武酒造分家(古美術楽市楽座）原町1859 35-6644

恵比須様 原町

垣田正弘画伯生家 原町

西福寺 野坂1859 36-1604

宗生寺 大穂937 36-2514

馬頭観音 大穂934

原
町

表５ むなかた地域の名所・旧跡(２) 

地区 品名 取扱店 住所(宗像市) 電話(0940)

宗像産農産物 とれとれプラザかのこの里 赤間4-1-8 35-4128

宗像産海鮮 玄海丼丸宗像店 原町123-1 37-1733

宗像産精肉 マルヒチ（旧造醤油眞武の建物） 原町2057 36-2503

街道そば 街道そばたからい（旧眞武酒造） 原町163 36-0302

古美術 古美術楽市楽座（旧眞武酒造分家）原町2055 35-6644

古布、木工等のギャラリー

ならびや(旧眞武酒造） 原町163 36-2501

工芸店（木目込み）

木目込みてまり真子（眞武邸） 原町153 35-2508

原

町

表６ むなかた地域の特産品(２) 

図9 間の宿・原町 

南郷小学校 
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之
の
鐘
楼
堂
の
寄
進
が
あ
っ
た
屈
指
の
寺
で
あ
る
が
、
３
千
本
の
つ
つ
じ
が
有
名
で
、
４
月
末
に
は
多

く
の
見
物
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
馬
頭
観
音
は
こ
の
寺
の
裏
に
あ
り
、
奈
良
時
代
の
高
僧
行
基
の
秘
仏

が
治
め
ら
れ
て
い
る
。
３
３
年
に
２
回
の
み
一
般
に
公
開
さ
れ
、
通
常
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
次

の
開
帳
は
２
０
２
３
年
と
の
こ
と
で
あ
り
、
機
会
が
あ
れ
ば
そ
の
時
に
合
わ
せ
て
訪
れ
る
と
よ
い
。 

ま
た
、
宗
像
市
と
福
津
市
の
境
界
近
傍
で
国
道
３
号
の
直
ぐ
南
側
に
標
高
２
７
０
ｍ
の
「
許
斐
山
」

㊱
が
こ
ぶ
状
を
な
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
宗
像
大
宮
司
の
第
１
５
代
宗
像
氏
平
が
１
１
３
１

（
天
承
元
）
年
に
許
斐
岳
城
を
築
城
し
、
姓
を
許
斐
と
改
名
し
根
城
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、

１
５
２
９
（
享
禄
２
）
年
に
、
重
臣
の
占
部
豊
安
は
廃
城
に
な
っ
て
い
た
こ
の
山
を
再
興
し
、
縁
の
山

城
に
造
り
あ
げ
た
。
現
在
は
市
民
を
は
じ
め
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
愛
好
家
な
ど
に
楽
し
ま
れ
、
頂
上
か
ら

北
側
一
帯
に
広
が
る
玄
界
灘
や
む
な
か
た
地
域
を
見
渡
す
と
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、
表
紙
の
写
真
は
そ

の
一
シ
ー
ン
で
あ
る
。 

ｂ 

原
町
地
区
の
特
産
品
お
よ
び
食
な
ど
（
表
６
） 

特
産
品
直
売
所
「
と
れ
と
れ
プ
ラ
ザ
か
の
こ
の
里
」
は
、
地
元
産
の
農
産
物
を
主
に
販
売
し
、
と
れ

た
て
の
新
鮮
な
野
菜
、
果
物
等
が
人
気
で
、
地
産
地
消
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
街
道
そ
ば
た
か
ら

い
」
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
築
後
１
５
０
年
の
古
民
家
で
あ
り
、
そ
の
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
落
ち
着
い

た
雰
囲
気
で
蕎
麦
三
昧
コ
ー
ス
な
ど
の
創
作
料
理
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
店
の
敷
地
内
の
蔵
に
は

古
布
、
木
工
等
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
「
な
ら
び
や
」
が
あ
る
。
ま
た
、「
楽
市
楽
座
」
で
は
、
骨
と
う
品
や

古
美
術
を
あ
さ
る
こ
と
が
で
き
、
隣
接
し
て
「
木
目
込
み
て
ま
り
真
子
」、
マ
ル
ヒ
チ
の
「
宗
像
精
肉
店

㉙ 唐津街道原町の旧眞武酒造（現在は蕎麦屋） 

㉘ 唐津街道・原町。後ろの白い建物が旧南郷村役場（現米倉病院） 

㉜ 唐津街道 原町の銘石（宗像市原町） 

㉚ 昭和初期の建物（商店で丸正本店の看板が

いまなお残る)（宗像市原町） 

㉛ 中村兄弟画伯生家の中村邸（宗像市原町） 

 

㉝ 古美術楽市楽座（眞武酒造分家）、（宗像市原町） 
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（
旧
造
醤
油
屋
眞
武
邸
）」
が
並
ぶ
。
や
や

離
れ
た
一
般
国
道
３
号
沿
い
に
は
「
玄
海

丼
丸
の
宗
像
店
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

赤
間
宿
か
ら
畦
町
に
向
か
っ
て
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
す
る
と
き
の
つ
か
の
間
の
立
ち

寄
り
先
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 ４ 

畦
町
宿
地
区

に
立
ち
寄
る 

 

大
規
模
な
住
宅
団
地
を
除
く
と
、
か
つ

て
の
福
間
町
地
区(

福
津
市)

に
は
、
小
山

を
縫
う
よ
う
に
谷
筋
が
あ
り
、
時
に
は
猪

や
シ
カ
が
出
没
す
る
も
長
閑
な
田
園
集

落
と
風
景
が
展
開
し
て
い
た
。
そ
う
し
た

中
で
、
こ
の
地
区
の
見
ど
こ
ろ
は
、
唐
津

街
道
沿
い
の
古
い
集
落
が
残
る
畦
町
宿

で
あ
る
。
福
間
駅
か
ら
バ
ス
や
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
に
よ
る
ア
ク
セ

ス
も
可
能
だ
が
、
タ
ク
シ

ー
で
１
０
分
ほ
ど
で
あ

り
、車
な
ら
国
道
３
号
の

上
西
郷
ラ
ン
プ
か
ら
県

道
３
０
号
に
沿
っ
て
進

み
、県
道
５
０
３
号
へ
入

っ
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

 

さ
て
、
先
に
紹
介
し

た
赤
間
宿
側
か
ら
唐
津

街
道
沿
い
の
県
道
５
０

３
号
に
進
め
ば
、
原
町
を

通
過
し
、
宗
生
寺
を
過
ぎ

て
福
津
市
に
入
る
と
こ
ろ
の
山
ノ
口
峠
を
越
え
て
下
る
と
こ
ろ
に
太
閤
水
と
記
し
た
井
戸
が
あ
る
。
１

８
５
７
年
の
九
州
征
伐
で
、
豊
臣
秀
吉
が
２
０
万
の
大
軍
を
率
い
て
乗
り
込
み
、
峠
を
越
え
て
の
休
憩

に
際
し
、
千
利
休
が
地
元
の
案
内
で
水
を
秀
吉
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
大
変
喜
ん
だ
こ
と
か
ら
太
閤
水
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
過
ぎ
れ
ば
５
０
３
号
の
旧
道
を
な
す
よ
う
に
山
裾
へ

と
枝
分
か
れ
し
、
西
郷
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
集
落
が
あ
る
。
そ
れ
が
畦
町
宿
で
あ
る
。
赤

間
宿
か
ら
約
４
里
、
青
柳
宿
か
ら
も
約
４
里
と
離
れ
て
い
た
こ
の
地
に
、
１
６
４
２
年
（
寛
永
１
９
年
）、

昼
食
や
休
憩
す
る
た
め
に
隣
村
か
ら
人
家
を
移
し
設
置
さ
れ
た
。 

宿
場
ま
ち
の
延
長
は
約
５
０
０
ｍ
で
小
規
模
だ
が
、
１
８
４
６
年
（
弘
化
３
年
）
当
時
、
人
口
５
７

８
人
、
戸
数
１
６
０
戸
で
あ
っ
た
。
原
町
方
面
に
当
た
る
北
側
の
構
口
か
ら
、
菅
原
道
真
を
祀
る
天
満

宮
、
番
所
、
共
同
井
戸
、
宿
庄
屋
、
郡
屋
（
集
会
所
）、
そ
し
て
御
制
札
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
馬
継

所
が
あ
り
、
常
時
１
５
頭
の
馬
と
駕
籠
が
用
意
さ
れ
、
宿
場
人
足
１
３
０
余
名
が
詰
め
た
。
年
貢
米
を

納
め
る
本
蔵
が
６
棟
建
造
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
年
貢
米
を
計
る
役
目
の
秤
屋
、
宿
屋
、
商
店
、
酒

屋
、
醤
油
屋
、
人
足
口
入
れ
業
な
ど
が
立
地
し
、
南
側
の
出
入
り
口
側
の
付
近
に
は
簑
屋
も
み
ら
れ
た
。 

赤
間
宿
で
滞
在
し
た
三
条
実
美
ら
の
公
家
達
も
、
峠
を
越
し
て
こ
こ
で
休
憩
し
た
が
、
そ
の
折
り
、

㉞ 唐津街道：畦町宿の古民家（福津市） 

図10 唐津街道の畦町宿 

㉟-2 唐津街道畦町宿の通り（福津市畦町） 

㉟—1左の古民家はあぜのまち絵本美術館、右赤れんがは寺 
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ま
ち
を
挙
げ
て
の
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

今
で
は
、
新
し
く
建
て
ら
れ
た
家
屋
が
多
い
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
１
０
０
年
近
く
経
過
す
る
古
民

家
㉞
、
㉟
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
老
朽
化
が
進
み
、
歯
が
抜
け
る
よ
う
に
少
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
の
が
実
態
で
あ
り
、
今
後
ど
う
維
持
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。 

 

福
間
駅
と
畦
町
と
の
中
間
で
、
唐
津
街
道
か
ら
少
し
寄
り
道
に
な
る
が
、
東
福
間
駅
か
ら
南
に
１
㎞

下
っ
た
と
こ
ろ
に
福
間
東
中
学
が
あ
り
、
そ
の
前
の
県
道
５
３
１
号
沿
い
に
隣
り
合
っ
て
神
興
（
じ
ん

こ
う
）
神
社(

福
津
市
津
丸)
が
あ
る
。
宗
像
三
女
神
を
祀
る
小
さ
な
社
殿
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
簡
素
な

石
の
祠
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
道
端
の
縁
起
に
記
さ
れ
る
看
板
は
写
真
㉟
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
章
１
節
に
加
え
て
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
た
る
根
拠
は
な
い
。
確
か

に
鞍
手
郡
鞍
手
町
室
木
の
六
嶽
神
社
の
由
来
に
宗
像
三
女
神
が
崎
戸
山
（
六
ヶ
嶽
の
古
称
）
に
降
臨
さ

れ
た
と
記
さ
れ
、
ま
た
神
興
神
社
近
く
で
古
い
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の

は
な
く
、
今
は
神
話
ロ
マ
ン
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
、
放
生
会
や
雨
ご
い
が
催
さ
れ
る
村
の
鎮
守
様
と
し

て
祈
る
の
み
で
あ
る
。 

続
い
て
、
県
道
を
さ
ら
に
南
下
す
る
と
、
ほ
ど
な
く
「
な
ま
ず
の
郷
」
の
案
内
板
が
あ
る
の
で
、
そ

れ
に
従
う
と
県
道
３
０
号
と
の
交
差
点
と
な
り
、
そ
れ
を
突
っ
切
り
さ
ら
に
６
０
０
ｍ
南
下
す
れ
ば
、

庭
園
や
芝
生
広
場
に
加
え
て
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
野
球
場
な
ど
を
備
え
た
広
大
な

公
園
（
約
１
４
万
㎢
）
が
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
十
分
に
手
足
を
伸
ば
し
一
休
み
す
る
と
よ
い
で

あ
ろ
う
。 

 

四 

む
な
か
た
地
域
の 

沿
岸
域
を
回
遊
す
る 

 

宗
像
大
社
に
関
わ
る
直
接
的
な
遺
跡
は
、
宗
像
市
に
加
え
て
福
津
市
の
勝
浦
地
区
を
含
め
た
広
い
範
囲

に
分
布
し
、
ま
た
、
関
連
す
る
津
屋
崎
の
歴
史
遺
産
や
唐
津
街
道
で
つ
な
が
る
宿
場
ま
ち
な
ど
を
含
む

範
囲
と
も
関
係
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
名
所
・
旧
跡
等
を
巡
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
範
囲
の
遺
跡

な
ど
に
つ
い
て
の
状
況
を
理
解
し
、
必
要
に
応
じ
て
“
よ
り
道
”
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
、

前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
除
い
て
、
む
な
か
た
地
域
の
唐
津
街
道
沿
い
以
外
の
地
域
、
つ
ま
り
、

国
道
３
号
よ
り
玄
界
灘
側
の
地
域
に
お
け
る
見
ど
こ
ろ
を
次
の
３
地
区
に
区
分
し
て
示
せ
ば
以
下
の

通
り
で
あ
る
。 

 

東
郷
地
区
（
日
の
里
、
久
原
、
田
熊
、
王
丸
） 

田
島
・
神
湊
地
区
（
田
島
、
深
田
、
神
湊
、
江
口
、
鐘
崎
、
大
島
） 

津
屋
崎
地
区
（
勝
浦
・
奴
山
、
津
屋
崎
、
宮
司
） 

 １ 

東
郷
地
区
を
行
く 

 

東
郷
地
区
は
、
宗
像
市
役
所
や
県
事
務
所
が
あ
る
中
心
市
街
地
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
に
は
、
こ

の
東
郷
に
南
郷
（
野
坂
、
宮
田
）
な
ど
を
含
め
た
広
い
荘
園
が
あ
り(

図
１)

、
鎌
倉
時
代
に
は
宗
像
氏

と
は
別
に
惣
地
頭
の
中
原
親
能
（
ち
か
よ
し
）
が
赴
任
し
て
い
た
。
中
原
親
能
は
、
源
頼
朝
の
側
近
で
、

鎌
倉
幕
府
十
三
人
の
合
議
制
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
御
家
人
で
あ
り
、
貴
族
で
あ
る
。

鎌
倉
に
邸
宅
を
構
え
、
全
国
の
広
い
範
囲
の
所
領
所
職
に
つ
い
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
筑
前
国
も

含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
宗
像
氏
大
宮
司
の
領
地
と
な
っ
た
。 

 

ａ 

東
郷
地
区
に
お
け
る
名
所･

旧
跡
と
主
な
施
設 

 

㊱ 許斐山（中世の許斐氏の居城）（宗像市王丸） 

㊲ 宗像大社三女神の説明板 
宗像大社辺津宮境内（宗像市田島） 
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現
在
の
東
郷
、
田
熊
、
日
の
里
な
ど
の
一
帯
は
、
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
か
ら
２

０
年
ほ
ど
た
っ
た
後
の
１
９
１
３
（
大
正
２
）
年
に
、「
Ｊ
Ｒ
東
郷
駅
」

が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
を
機
に
駅
周
辺
を
主
に
行
政
施
設
や
住
宅
が
集
ま

る
よ
う
に
な
り
、
都
市
化
が
進
ん
だ
。
特
に
、
鹿
児
島
本
線
の
南
側
か
ら

国
道
３
号
の
間
の
区
域
は
、
戦
後
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
期
の
１
９

６
５
年
頃
か
ら
、
大
規
模
な
日
の
里
の
住
宅
団
地
が
開
発
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
本
地
区
に
は
さ
ほ
ど
の
遺
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。 

そ
れ
で
も
よ
く
見
る
と
、
紀
元
２
世
紀
頃
の
弥
生
時
代
の
も
の
と
思

わ
れ
る
田
熊
石
畑
遺
跡(

宗
像
市
田
熊
２
丁
目)

が
あ
る
。
墳
丘
墓
、
貯
蔵

穴
と
環
濠
、
竪
穴
住
居
跡
な
ど
が
発
掘
さ
れ
、
現
在
は
、
歴
史
公
園
「
い

せ
き
ん
ぐ
宗
像
」
と
し
て
公
開
さ
れ
、
古
代
を
模
し
た
草
花
を
栽
培
す
る

な
ど
の
広
場
が
あ
り
、
弥
生
の
趣
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

一
方
、
東
郷
駅
地
区
と
唐
津
街
道
の
原
町
に
挟
ま
れ
る
久
原
地
区
は
、

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
多
目
的
ホ
ー
ル
、
図
書
館
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
等

が
入
っ
た
文
化
と
、
ス
ポ
ー
ツ
の
複
合
施
設
「
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
」
㊳
が

あ
り
、
第
３
７
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
主
会
場
に
用
い
ら
れ
、

フ
ェ
ス
タ
が
開
催
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
隣
接
し
、
市
民
へ
の
情

報
発
信
や
交
流
の
場
を
提
供
す
る
交
流
館
「
メ
イ
ト
ム
宗
像
」
が
あ
る
。

道
路
を
挟
ん
だ
そ
の
向
は
「
ア
ク
ア
ド
ー
ム
」
㊳-

３
で
あ
り
、
温
水
プ
ー

ル
等
を
備
え
、
健
康
志
向
と
相
俟
っ
て
市
民
の
利
用
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
久
原
地
区
は
田
園
の
中
で
複
合
施
設
が
集
積
し
、
整
備
が

十
分
に
行
き
届
き
、
豊
か
な
田
園
都
市
を
な
し
、
市
民
と
の
交
わ
り
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

ｂ 

東
郷
地
区
の
特
産
品
お
よ
び
食
（
表
８
） 

前
述
し
た
「
す
す
き
牧
場
」
は
、
宗
像
牛
、
コ
ロ
ッ
ケ
、
ハ
ン
バ
ー
グ

な
ど
を
敷
地
内
で
販
売
し
て
お
り
、
地
産
地
消
が
促
進
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
Ｊ
Ｒ
東
郷
駅
の
あ
る
東
郷
地
区
で
、
地
元
の
漁
師
直
送
の
活
魚･

鮮
魚

や
農
家
直
送
の
野
菜
等
を
食
材
と
す
る
料
理
を
出
す
「
か
の
こ
ゆ
り
」、
そ

の
西
隣
の
田
熊
地
区
に
あ
る
和
菓
子
専
門
の
「
菓
子
舗
鼓
家
」
が
あ
る
。 

同
区
域
の
「
い
け
す
料
理
の
史
」
は
前
述
と
同
様
に
鐘
崎
漁
港
か
ら
の

直
送
の
活
魚
を
食
材
に
使
用
し
て
い
る
。
東
郷
の
東
隣
の
稲
元
に
お
け
る

炭
火
焼
き
の
肉
料
理
「
旬
菜
ダ
イ
ニ
ン
グ
郷
」
も
お
薦
め
で
あ
る
。
ま
た
、

南
方
向
に
視
線
を
転
ず
れ
ば
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
を
挟
ん
だ
久
原
に
、
前

述
し
た
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
内
の
「
森
の
レ
ス
ト
ラ
ン
女
神
の
テ
ー
ブ
ル
」

が
施
設
利
用
者
に
食
事
や
カ
フ
ェ
等
を
提
供
し
て
い
る
。 

国
道
３
号
沿
い
で
日
の
里
地
区
、
久
原
地
区
の
南
側
の
王
丸
地
区
に
あ

る
「
レ
ス
ト
ラ
ン
み
あ
れ
」
は
天
然
温
泉
と
食
事
が
セ
ッ
ト
で
、
四
季
彩

り
ミ
ニ
会
席
が
代
表
料
理
で
あ
る
。
同
じ
地
区
の
国
道
３
号
沿
に
は
王
丸

交
差
点
傍
の
「
明
太
子
屋
の
海
千
」
の
明
太
フ
ラ
ン
ス
が
あ
り
、
逸
品
で

あ
る
。 

 

２ 

田
島
・
神
湊
地
区
を
巡
る 

 

田
島
・
神
湊
地
区
は
、
宗
像
大
社
の
辺
津
宮
が
あ
る
田
島
を
拠
点
に
し

て
、
大
島
の
宗
像
大
社
を
加
え
、
さ
ら
に
、
本
土
側
の
港
町
・
鐘
崎
を
追

加
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
概
ね
宗
像
市
発
足
前
の
玄
海
町
と
大
島
村
を
ま

と
め
た
範
囲
で
あ
る
。
世
界
遺
産
「
宗
像
大
社
」
を
中
心
と
し
た
も
の
が

一
つ
の
範
囲
に
ま
と
め
ら
れ
、
東
郷
駅
か
ら
神
湊
へ
の
県
道
６
９
号
、
神

湊
か
ら
さ
つ
き
松
原
に
平
行
す
る
国
道
４
９
５
号
、
県
道
３
０
０
号
に
沿

っ
た
田
島
、
深
田
、
吉
田
、
神
湊
、
江
口
、
田
野
な
ど
の
地
区
で
あ
る
。 

表７ むなかた地域の主な名所・旧跡（3） 

地区 名所・旧跡等　 住所（宗像市）電話（940）

許斐山（山城・許斐氏の居城） 王丸

田熊石畑遺跡公園 田熊2-12

宗像ユリックス 久原400 37-1311

メイトム宗像 久原180 36-0202

アクアドーム（総合フィットネスクラブ）

久原400 37-1377

すすき牧場 河東1 32-6300

東
郷

表８ むなかた地域の特産品(３) 

地区 品名 取扱店 住所（宗像市） 電話（940）

宗像牛の精肉 すすき牧場 河東1 32-6300
炭火の肉料理 旬采ダイニング郷 稲元3-1-1 35-1995
宗像産活魚、野菜、果物

かのこゆり 東郷2-2-21 36-7701
四季の彩ミニ懐石　

レストランみあれ 王丸474 37-4126
宗像漁港産食材 いけす料理　史 田熊4-2-12 37-2222
デザートバイキング 久原400 37-0161

梅の実入りお菓子　菓子舗　鼓屋
田熊1-1-16 36-2073

明太子屋の明太フランス 大丸770-4 0120-94-5356
辛子明太子　海千宗像本店

森のレストラン女神のテーブル（宗像ユリックス内）

東
郷

㊳-1 宗像ユリックス施設内の遊歩道

（宗像市久原） 

㊳-2 宗像ユリックスの図書館、フラネタリ
ユム、演奏会のホール等）宗像市久原） 

 

㊳-3 複合施設の宗像ユリックスのスポー
ツ施設アクアドーム（宗像市久原） 
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 ａ 
田
島
・
神
湊
地
区
の
名
所･

旧
跡 (

図
１
１) 

 

田
島
地
区
に
あ
る
宗
像
大
社
辺
津
宮
（
⑧
）
の
境
内
に
は
、
辺
津
宮
と
共
に
、
沖
津
宮
、
中
津
宮
の

分
霊
を
お
祀
り
す
る
第
二
、
第
三
宮
が
鎮
座
し
、
ま
た
沖
ノ
島
か
ら
出
土
し
た
国
宝
を
納
め
た
神
宝
館
、

神
社
の
原
点
で
あ
る
高
宮
祭
場
が
あ
る
（
一
章
４
節
）。
ま
た
、
宗
像
大
社
の
北
隣
は
、
宗
像
の
過
去
、

現
在
、
未
来
の
魅
力
を
海
の
道
を
テ
ー
マ
に
発
信
し
て
い
る
世
界
遺
産
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
の
「
海
の
道

む
な
か
た
館
」（
宗
像
市
深
田
）
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
う
し
た
宗
像
大
社
と
釣
川
を
挟
ん
だ
東
側
に
渡
れ
ば
、
唐
か
ら
遣
唐
使
と
し
て
８
０
６

（
延
暦
２
５
）
年
に
帰
国
し
た
僧
空
海
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
「
鎮
国
寺
」(

ち
ん
こ
く
じ
。
宗
像
市
吉

田)

が
あ
る
。
空
海
が
第
１
６
次
遣
唐
使
船
で
唐
に
向
か
う
途
中
、
沖
合
で
嵐
に
会
い
、
宗
像
三
女
神
に

祈
誓
を
た
て
た
と
こ
ろ
無
事
に
唐
入
り
が
か
な
っ
た
。
帰
国
後
に
「
こ
の
地
こ
そ
霊
地
」
と
の
お
告
げ

で
建
立
し
た
と
の
伝
承
が
あ
り
、
昔
は
宗
像
大
社
の
神
宮
寺
（
か
つ
て
の
神
仏
習
合
に
も
と
づ
い
て
神

社
に
付
属
し
て
建
て
ら
れ
た
寺
院
）
で
あ
っ
た
。
九
州
八
十
八
ヶ
所
霊
場
第
八
十
八
番
結
願
所
で
あ
り
、

九
州
三
十
三
観
音
（
ぼ
け
封
じ
）
霊
場
の
第
一
番
札
所
で
も
あ
る
。
毎
年
４
月
に
花
ま
つ
り
が
あ
り
、

同
時
に
４
月
２
８
日
に
は
火
渡
り
柴
燈
大
護
摩

供
（
さ
い
と
う
お
お
ご
ま
く
）
が
無
病
息
災
を

祈
っ
て
修
験
者
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
一
般
の
参
詣
者
も
参
加
で
き

る
行
事
が
有
名
で
、
遠
方
か
ら
多
く
の
見
物
人

が
訪
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。 

県
道
６
９
号
に
戻
り
、
北
へ
進
む
と
桜
京
古

墳
（
国
の
史
跡
）
が
あ
る
。
６
世
紀
後
半
の
前
方

後
円
墳
で
、
石
室
は
装
飾
さ
れ
、
海
人
族
に
関

わ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
、
一
度
は
宗
像
大
社
の

世
界
遺
産
の
構
成
資
産
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た

が
、
正
式
登
録
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 

県
道
６
９
号
を
さ
ら
に
北
へ
進
め
ば
神
湊
港

に
突
き
当
た
り
、
大
島
、
地
島
へ
の
船
が
発
着

し
て
い
る
。
神
湊
地
区
は
そ
の
少
し
手
前
の
国

道
４
９
５
号
沿
い
で
あ
る
が
、
そ
の
見
ど
こ
ろ

の
一
つ
は
「
さ
つ
き
松
原
」
㊴
で
あ
る
。
釣
川
河

口
の
北
斗
の
水
く
み
海
浜
公
園
か
ら
鐘
崎
に
向

㊵ 鎮国寺(宗像市吉田) 

図11 宗像市の田島・神湊地区 

表9 むなかた地域の名所・旧跡(4) 

市 地区 名所・旧跡等 住所 電話（0940）

宗像大社辺津宮 田島2311 62-1311
神宝館

高宮祭場
第二、三宮

鎮国寺 吉田966 62-0111
桜京古墳 牟田尻
海の道むなかた館 深田588 62-2751
さつき松原 江口
カナディアンキャンプ（乗馬クラブ）

神湊441 62-1912
なかの風の農園 田島宿ノ谷1759 090-8893-4243
工房茶倫子（おもちゃ家具製造）　田島952-17 62-2526
浄光寺 62-3708
宗像大社中津宮 72-2007
沖津遥拝所
宗像大社沖津宮 62-1311
御嶽山展望所（標高224m）
風車展望所・砲台跡
うみのぐ大島（海洋体験施設）　大島1822-4 72-2361
九州オルレ宗像・大島コース
沖ノ島の原生林
織幡神社 鐘崎224
鐘の崎活魚センター 鐘崎778-6
SR Showhorsee stable 乗馬クラブ 上八2012-1 090-1973-9838
新原・奴山古墳群 奴山616
宮地嶽神社 宮司元町7-1 52-0006
東郷神社 市渡1815-1 52-0027
津屋崎千軒なごみ 津屋崎3-17-3 52-2122
津屋崎千軒民俗館藍の家 津屋崎4-14-20 52-0605
畦町宿場跡 畦町

福

津

市

大

島

鐘
崎

神
湊

宗
像
市

㊴ カナディアンキャンプ乗馬クラブとさつき松原 
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け
て
県
道
３
０
０
号
を
ド
ラ
イ
ブ
す

れ
ば
、
松
林
と
砂
浜
が
弧
を
描
く
海

岸
線
が
続
く
。
こ
の
松
原
は
江
戸
時

代
福
岡
藩
の
初
代
藩
主
・
黒
田
長
政

が
防
風
林
と
し
て
植
え
た
こ
と
に
始

ま
る
。
幅
１
㎞
、
全
長
５
．
５
㎞
あ
り
、

筑
前
八
松
原
の
筆
頭
と
い
わ
れ
、
日

本
の
白
砂
青
松
一
〇
〇
選
に
も
選
ば

れ
て
い
る
。 

神
湊
の
街
中
に
は
い
く
つ
か
の
寺

や
神
社
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
を
紹

介
す
れ
ば
、
臨
船
禅
寺
が
挙
げ
ら
れ

る
。
室
町
時
代
に
建
立
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
俳
人
・
種
田
山
頭
火
が
宿
泊

し
た
と
い
わ
れ
、
山
頭
火
生
存
中
に

建
て
ら
れ
た
唯
一
の
句
碑
に
は
、「
松

は
み
な
枝
垂
れ
て
南
無
観
世
音
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
国
道
４
９
５
号
よ
り
海
岸

よ
り
の「
淨
光
寺
」(

宗
像
市
江
口)

は
、

京
都
知
恩
院
の
末
寺
で
、
別
名
藤
寺
と
呼
ば
れ
、
３
本
の
藤
が
有
名
で
あ
る
。
樹
齢
百
数
十
年
と
い

わ
れ
、
根
回
り
が
１
．
５
ｍ
あ
り
、
１
８
ｍ
を
超
え
る
枝
張
り
は
見
事
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。 

こ
の
江
口
地
区
と
反
対
の
神
湊
よ
り
に
は
「
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
キ
ャ
ン
プ
乗
馬
ク
ラ
ブ
」
㊴
が
あ

り
、
乗
馬
体
験
が
で
き
、
ビ
ー
チ
の
景
色
と
合
わ
せ
て
楽
し
み
が
倍
加
す
る
で
あ
ろ
う
。 

ｂ 

大
島
地
区 

九
州
北
部
は
お
お
む
ね
響
灘
、
玄
界
灘
の
海
に
囲
ま
れ
る
が
、
宗
像
市
の
鐘
の
岬
、
地
島
、
大
島
、

沖
ノ
島
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
が
響
灘
と
玄
界
灘
の
境
で
あ
り
、
そ
こ
に
浮
か
ぶ
大
島
④
の
状
況
は
一
章

４
節
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
大
島
村
と
し
て
長
ら
く
独
立
し
た
自
治
体
で
あ
っ
た
が
、
２
０
０

５
年
に
宗
像
市
に
編
入
さ
れ
、
現
在
は
宗
像
市
大
島
で
あ
る
。 

大
島
に
お
け
る
最
も
重
要
な
見
所
は
、
港
近
く
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
「
宗
像
大

社
中
津
宮
」
⑤
お
よ
び
「
宗
像
大
社
沖
津
宮
遙
拝
所
」
⑩
で
あ
る
。
そ
こ
で
通
常
は
、
港
に
到
着
す
る

と
、
先
ず
は
中
津
宮
の
重
要
景
観
ス
ポ
ッ
ト
に
お
参
り
し
、
そ
の
後
、
県
道
５
４
１
号
を
メ
イ
ン
ル
ー

ト
に
し
て
、
徒
歩
や
港
で
借
り
た
レ
ン
タ
ル
サ
イ
ク
ル
、
あ
る
い
は
路
線
バ
ス
を
活
用
し
て
回
遊
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い(

図
１
２
参
照)

。 

そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
中
津
宮
の
後
、
沖
ノ
津
宮
遥
拝
所

に
行
く
途
中
、
干
潮
時
に
浜
と
陸
つ
づ
き
に
な
る
岩
場
（
干

洲
（
か
ん
す
））
が
あ
り
、
さ
ら
に
鳥
居
、
松
、
小
島
、
砂
浜

を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
「
夢
の
小
夜
島
」
㊶
の
風
光
明
媚
な

海
浜
光
景
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
夜
島
の
頂
上
に

は
小
さ
な
祠
が
あ
り
、
そ
の
手
前
の
岩
場
と
き
れ
い
に
整
備

さ
れ
た
砂
浜
の
海
水
浴
場
が
あ
る
（
二
章
１
節
参
照
）。
ま

た
、
近
く
の
大
島
交
流
館
に
立
ち
寄
れ
ば
、
大
島
の
歴
史
や

暮
ら
し
、
世
界
遺
産
に
関
わ
る
情
報
が
入
手
可
能
で
あ
る
。 

そ
こ
か
ら
島
の
北
へ
１
．
４
㎞
進
ん
だ
と
こ
ろ
が
沖
津
宮

遥
拝
所
で
あ
る
。
天
気
が
良
け
れ
ば
、
沖
合
に
か
す
か
に
浮

か
ぶ
沖
ノ
島
が
眺
望
で
き
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
拝
ん
だ
後
に
、

さ
ら
に
西
へ
２
．
３
㎞
進
む
と
、
九
州
北
部
沿
岸
防
衛
の
た

め
構
築
さ
れ
た
砲
台
跡
（
第
二
次
世
界
大
戦
直
前
の
１
９
３

６
年
に
築
造
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
横
の
少
し
離
れ
た

と
こ
ろ
に
風
車
展
望
台
が
あ
り
、
玄
界
灘
海
域
の
一
帯
が
眺

望
で
き
る
。 

さ
ら
に
、
２
．
４
㎞
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
大
島
灯
台
、
海
に

突
き
出
し
た
馬
蹄
岩
、
三
浦
洞
窟
な
ど
の
景
勝
地
が
あ
る
。

馬
蹄
岩
は
、
宗
像
三
女
神
の
一
の
神
で
あ
る
田
心
姫
（
タ
ゴ

リ
ヒ
メ
）
神
が
沖
ノ
島
に
馬
に
乗
っ
て
飛
び
渡
っ
た
時
に
で

き
た
馬
の
足
跡
と
の
伝
説
が
語
ら
れ
る
岩
塊
で
あ
る
。 

三
浦
洞
窟
は
、
岩
の
割
れ
目
の
よ
う
な
状
態
で
、
灯
台
の

横
の
急
な
崖
の
下
に
あ
る
。
そ
の
昔
、
長
崎
か
ら
逃
れ
て
き

た
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
が
隠
れ
住
ん
だ
と
も
い
わ
れ
る

が
、
そ
こ
を
降
り
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
注
意
が
必
要
で
あ

る
。 御

嶽
山
（
標
高
２
２
４
ｍ
）
は
島
の
最
高
峰
。
そ
の
登
山

道
の
入
り
口
・
風
の
峠
か
ら
山
頂
へ
は
約
７
０
０
ｍ
の
山
道

で
あ
り
、
御
嶽
神
社
、
御
獄
山
展
望
台
が
あ
る
。
遠
く
は
福

岡
市
や
壱
岐
、
対
馬
が
眺
望
で
き
る
。
下
り
は
、
登
り
と
反

対
の
中
津
宮
へ
の
山
道
を
た
ど
れ
ば
、
道
は
急
で
注
意
が
必
要
だ
が
さ
ほ
ど
の
時
間
を
要
せ
ず
、
出
発

点
の
中
津
宮
に
戻
れ
る
。 

中
津
宮
か
ら
、
西
側
に
海
岸
伝
い
に
少
し
歩
い
た
海
岸
沿
い
に
、「
う
み
ん
ぐ
大
島
」
が
あ
る
。
海
洋

図12 大島 

㊶ 夢の小夜島と岩場（宗像市大島） ㊷ 遥拝所横の海岸（大島の北側） 
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体
験
が
で
き
る
施
設
で
あ
り
、
釣
り
を
は
じ
め
、
海
中
観
察
、
櫓
漕
ぎ
体

験
な
ど
が
で
き
る
。 

な
お
、
九
州
オ
ル
レ
と
し
て
県
内
第
１
号
に
指
定
さ
れ
た
「
九
州
オ
ル

レ
宗
像･

大
島
コ
ー
ス
」(

全
長
１
１
．
４
㎞
、
４
～
６
時
間)

が
あ
り
、
案

内
標
識
が
あ
る
の
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
観
光
案
内
所
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

も
ら
い
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
歩
く
の
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

ｃ 

鐘
崎
地
区 

西
日
本
の
海
女
の
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
る
鐘
崎
地
区
は
、
神
湊
の
東
側

で
、
岡
垣
町
と
隣
接
し
た
位
置
に
あ
る
。
万
葉
集
の
巻
第
七
に 

ち
は
や
ふ
る 

金
之
三
崎
を 

過
ぎ
ぬ
と
も 

わ
れ
は
忘
れ
じ 

 

壮
鹿
之
須
売
神 

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
ち
は
や
ぶ
る
金
之
三
崎
は
荒
々
し
い
鐘
の
岬
の
こ
と

で
あ
り
、
壮
鹿
之
須
売
の
神
は
志
賀
の
皇
神
（
す
め
か
み
、
一
口
メ
モ

(

３)

））
の
ご
加
護
を
と
の
意
味
だ
が
、
そ
の
厳
し
い
鐘
崎
の
半
島
突
端
の

小
山
の
上
に
「
織
幡
神
社
」
が
あ
る
。
武
内
宿
禰
を
主
神
と
し
、
宗
像
大

社
の
境
外
摂
社
で
、
神
木
で
あ
る
イ
ヌ
マ
キ
の
木
が
裏
山
に
自
生
し
て
い

る
。 県

道
３
０
０
号
沿
い
に
あ
る
「
Ｓ
Ｒ 

Ｓ
ｈ
ｏ
ｗ
ｈ
ｏ
ｒ
ｓ
ｅ 

ｓ
ｔ

ａ
ｂ
ｌ
ｅ
」
は
乗
馬
ク
ラ
ブ
で
あ
り
、
神
湊
と
同
じ
よ
う
に
海
を
見
な
が

ら
の
乗
馬
体
験
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

鐘
崎
漁
港
の
約
４
㎞
の
海
上
に
浮
か
ぶ
地
島
は
、
神
湊
港
か
ら
定
期
船

が
出
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
１
７
１
１
年
に
、
朝
鮮
通
信
使
が
台
風
の
た
め
避
難
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

約
６
０
０
０
本
の
ヤ
ブ
椿
が
自
生
す
る
島
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
３
月
に
椿
祭
り
が
開
催
さ
れ

る
。
ま
た
漁
業
で
生
計
を
立
て
て
い
る
島
で
あ
り
、
風
景
街
道
と
い
う
よ
り
も
釣
で
人
気
が
高
い
島
で

も
あ
る
。 

 

ｄ 

特
産
品
お
よ
び
食
な
ど
（
表
１
０
） 

 

田
島
地
区 

宗
像
大
社
か
ら
や
や
東
郷
よ
り
に
遡
っ
た
と
こ
ろ
の
田
島
地
区
に
「
工
房
茶
輪
子
」
と
言
う
家
具
の

製
造
や
木
製
オ
リ
ジ
ナ
ル
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
作
り
、
販
売
し
て
い
る
工
房
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
工

房
か
ら
宗
像
大
社
側
に
進
ん
だ
丘
陵
地
に
ミ
カ
ン
を
栽
培
し
て
い
る
「
な
か
の
風
の
丘
農
園
」
が
あ
る
。

宗
像
の
ミ
カ
ン
は
気
候
、
風
土
の
影
響
が
あ
っ
て
か
甘
み
が
強
い
と
の
評
判
で
あ
る
。 

神
湊
地
区 

岡
垣
町
の
方
か
ら
津
屋
崎
に
向
か
う
海
岸
通
り
の
一
般
県
道
３
０
０
号
が
通
り
、
こ
の
道

路
と
宗
像
大
社
方
面
か
ら
神
湊
に
向
か
う
道
路
と
の
交
差
点
の
手
前
に
蕎
麦
処
で
あ
り
な

が
ら
地
物
の
魚
と
寿
司
も
楽
し
め
る
「
升
風
庵
」
が
あ
り
、
そ
の
斜
め
向
か
い
の
「
末
広
」

は
、
玄
海
灘
の
新
鮮
な
海
の
幸
を
使
っ
た
和
食
と
寿
司
が
好
評
で
あ
る
。 

ま
た
、
県
道
３
０
０
号
沿
い
で
岡
垣
町
方
面
に
進
み
釣
川
を
渡
っ
た
直
ぐ
傍
に
「
道
の
駅

む
な
か
た
」
内
に
あ
る
お
み
や
げ
館
に
宗
像
産
の
猪
を
用
い
た
猪
カ
レ
ー
が
販
売
さ
れ
、
さ

ら
に
岡
垣
町
方
面
に
進
め
ば
、
国
道
４
９
５
号
の
沿
道
に
古
民
家
の
レ
ス
ト
ラ
ン
「
三
日
月

庵
」
で
は
一
押
し
の
海
鮮
天
丼
が
あ
る
。 

大
島
地
区 

島
を
周
回
す
る
よ
う
に
民
宿
や
旅
館
が
点
在
し
、
合
わ
せ
て
も
数
軒
。
い
ず
れ
も
素
朴
だ

が
、
味
が
勝
負
と
新
鮮
な
魚
料
理
が
堪
能
で
き
る
。 

鐘
崎
地
区 

一
般
県
道
３
０
０
号
の
沿
線
に
あ
る
「
鐘
の
崎
活
魚
セ
ン
タ
ー
」
は
、
タ
イ
、
イ
サ
キ
、

サ
ザ
エ
な
ど
の
地
元
鮮
魚
の
販
売
と
と
も
に
、
イ
カ
鮮
魚
の
パ
ッ
ク
や
「
ふ
ぐ
＆
あ
ご
だ
し
」

の
セ
ッ
ト
が
人
気
で
あ
る
。
そ
の
近
傍
の
和
菓
子
専
門
店
の
「
さ
か
し
た
製
菓
」
は
漁
業
中

心
の
地
区
で
の
和
菓
子
店
で
あ
り
珍
し
い
。
県
道
３
０
０
号
を
神
湊
方
面
に
下
る
と
「
味
付

け
ぽ
ん
ず
」
で
知
ら
れ
る
「
マ
ル
ヨ
シ
醤
油
」
が
あ
る
。 

 

３ 

津
屋
崎
地
区
を
訪
ね
る 

 

福
津
市
は
、
２
０
０
５
年
、
そ
れ
ま
で
の
福
間
町
と
津
屋
崎
町
が
対
等
合
併
し
て
で
き
た
ま
ち
で
あ

る
。
図
１
で
い
え
ば
、
神
興
（
宗
像
市
に
組
み
込
ま
れ
た
村
山
田
区
域
を
除
く
）、
上
西
郷
、
下
西
郷
の

区
域
が
旧
福
間
町
で
、
宮
地
、
津
屋
崎
お
よ
び
勝
浦
が
旧
津
屋
崎
町
で
あ
る
。 

現
状
を
み
れ
ば
、
鹿
児
島
本
線
の
東
寄
り
と
福
津
市
の
南
部
が
福
間
地
区
で
、
そ
れ
以
外
の
北
部
の

玄
界
灘
寄
り
の
範
囲
が
津
屋
崎
地
区
で
あ
る
が
、
東
福
間
駅
と
福
間
駅
の
区
間
で
線
路
を
挟
む
よ
う
に

大
規
模
な
住
宅
団
地
が
建
設
さ
れ
、
新
住
宅
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
福
津
市
の
津
屋
崎
地
区
に
お
け
る
主
な
見
ど
こ
ろ
は
、
国
道
４
９
５
号
線
沿
い
の
新
原
・

奴
山
古
墳
群
で
あ
り
、
勝
山
・
津
屋
崎
の
塩
田
跡
、
宮
地
嶽
神
社
、
津
屋
崎
千
軒
、
そ
し
て
福
津
海
岸

で
あ
る
。 

ａ 

新
原
・
奴
山
古
墳
群
と
塩
田
跡 

津
屋
崎
も
海
外
と
の
関
係
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
、
交
易
の
窓
口
で
あ
っ
た
。
特
に
、
中
世

地区 品名 取扱店 住所 電話(940)

神湊 自家製のそばと地魚のにぎりずし
升風庵 牟田尻1845 62-8282

寿司と和食 末広 牟田尻1860-31 62-0023
宗像産猪カレー 道の駅むなかた 江口1172 62-3811

海鮮天丼 三日月庵 江口光星原661 62-7700
大島 海の幸ランチ 民宿つわせ 大島2432 72-2015

鐘崎 和菓子 さかした製菓 鐘崎422-1 62-0732
味付けぽんず マルヨシ醤油 上八1540 62-3322

ふぐカレー、天然ふぐ、あごだしのセット
鐘の岬活魚センター 鐘崎778-6 62-1570

津屋崎　地元魚介類料理　つやざき漁港食堂空と海津屋崎4-47-18 52-5001

表10 むなかた地域の特産品(4) 
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の
我
が
国
で
は
陶
磁
器
や
銅
銭
な
ど
が
重
宝
が
ら
れ
需
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
流
入
は
博

多
の
日
宋
貿
易
に
携
わ
っ
た
南
宋
の
博
多
商
人
（
綱
首
）
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
承

天
寺
が
運
営
し
た
が
、
む
な
か
た
地
域
と
も
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
と
は
交

易
・
交
流
が
宗
像
大
宮
司
側
と
同
様
に
早
く
か
ら
あ
り
、
ま
た
、
綱
首
一
族
と
は
姻
戚
関

係
を
も
ち
、
宋
と
の
経
済
的
、
文
化
的
な
繋
が
り
を
示
す
文
化
財
が
津
屋
崎
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 

そ
の
一
つ
が
、
外
国
人
が
居
留
し
た
唐
坊
の
存
在
で
あ
り
、
現
在
の
津
屋
崎
小
学
校
か

ら
大
量
の
青
磁
器
が
出
土
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
近
世
に
入
る
と
、
筑
前
の
国
は
黒
田

長
政
が
領
主
と
な
り
、
様
々
な
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
中
で
、
１
６
０
５
年
（
慶
長

１
０
年
）
に
出
さ
れ
た
浦
掟
に
、
む
な
か
た
地
域
の
福
間
、
津
屋
崎
、
渡
、
勝
浦
、
神
湊
、

大
島
、
江
口
、
鐘
崎
、
地
島
の
地
名
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

〈
新
原
・
奴
山
古
墳
群
〉 

津
屋
崎
に
行
く
に
は
、
福
間
駅
か
ら
の
バ
ス
や
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
節
に
続

い
て
宗
像
神
社
辺
津
宮
あ
る
い
は
神
湊
か
ら
車
で
勝
浦
、
津
屋
崎
、
宮
地
な
ど
と
ド
ラ
イ
ブ
し
な
が
ら

の
名
所
・
旧
跡
め
ぐ
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
紹
介
す
る
。 

国
道
４
９
５
号
を
宗
像
市
の
方
向
か
ら
南
下
す
れ
ば
福
津
市
の
津
屋
崎
地
区
に
向
か
い
、
そ
の
途
中

の
勝
浦
に
、
一
章
４
節
に
紹
介
し
た
宗
像
大
社
の
世
界
遺
産
の
サ
イ
ト
「
新
原･

奴
山
古
墳
群
」
⑦
が
あ

る
。
あ
ん
ず
の
里
や
若
宮
神
社
の
楠
を
目
印
に
し
て
進
む
と
練
原
（
ね
り
は
ら
）
交
差
点
と
な
り
、
そ

こ
を
左
折
し
て
県
道
５
２
８
号
に
入
り
、
８
０
０
ｍ
ほ
ど
進
む
と
古
墳
群
の
展
望
所
が
あ
る
。
そ
の
展

望
所
か
ら
古
墳
群
が
全
貌
で
き
、
定
期
的
に
常
駐
す
る
ガ
イ
ド
か
ら
説
明
を
聞
い
た
上
で
個
別
の
古
墳

群
の
間
の
道
を
縫
っ
て
散
策
す
る
と
分
り
や
す
い
。 

な
お
、
津
屋
崎
の
丘
陵
部
に
は
、
新
原
・
奴
山
古
墳
群
以
外
に
も
多
く
の
古
墳
が
密
集
し
て
い
る
（
津

屋
崎
古
墳
群
）。
こ
れ
ま
で
に
円
墳
と
前
方
後
円
墳
合
わ
せ
て
５
６
基
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
玄

界
灘
で
活
躍
し
た
宗
像
一
族
に
関
わ
る
も
の
の
、
安
曇
族
な
ど
他
の
部
族
も
含
ま
れ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。 〈

勝
山
、
津
屋
崎
の
塩
田
跡
〉 

そ
の
後
再
び
国
道
へ
戻
り
、
そ
の
ま
ま
交
差
点
を
玄
界
灘
方
向
に
直
進
す
れ
ば
県
道
５
０
２
号
と
な

る
。
そ
れ
を
海
岸
に
沿
っ
て
南
下
す
る
と
豊
か
な
海
岸
地
域
の
景
観
を
楽
し
み
な
が
ら
の
ド
ラ
イ
ブ
で
、

途
中
か
ら
奴
山
川
に
沿
う
が
、
一
帯
は
い
わ
ゆ
る
勝
浦
干
潟
、
津
屋
崎
干
潟
㊸
で
、
江
戸
時
代
か
ら
明

治
時
代
に
か
け
て
塩
田
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
１
６
６
８
年
に
勝
浦
塩
浜
で
、
１
７
４
３

年
に
津
屋
崎
塩
浜
で
製
塩
が
始
ま
り
、
最
盛
期
に
は
筑
前
に
お
け
る
製
塩
の
大
半
を
占
め
る
ほ
ど
が
生

産
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
塩
田
が
あ
っ
た
証
が
幾
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。 

１
つ
は
国
道
４
９
５
号
の
さ
ら
に
海
側
の
松
原
に
沿
っ
て
県
道
５
０
２
号
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
新
原

奴
山
古
墳
か
ら
奴
山
川
沿
い
に
津
屋
崎
方
面
に
下
る
と
、
新
町
バ
ス
停
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
川
が
ほ

ぼ
直
角
に
折
れ
曲
が
り
、
海
浜
に
向
か
う
箇
所
が
あ
る
。
勝
浦
塩
浜
の

堀
切
で
、
海
水
を
導
入
す
る
た
め
の
石
組
み
水
路
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

あ
る
い
は
、
再
び
県
道
５
０
２
号
に
沿
っ
て
津
屋
崎
へ
向
か
え
ば
、

浄
化
セ
ン
タ
ー
、
さ
ら
に
水
門
が
左
右
に
並
び
、
す
ぐ
に
内
陸
側
の
集

落
に
出
入
り
す
る
Ｔ
字
型
交
差
点
が
あ
る
。
そ
れ
を
左
折
し
一
つ
目

の
交
差
点
か
ら
集
落
に
入
れ
ば
、
末
広
公
民
館
に
並
ん
で
塩
釜
神
社

が
あ
る
。
小
さ
な
神
社
だ
が
、
境
内
に
塩
田
紀
功
之
碑
が
建
て
ら
れ
て

い
る
。
讃
岐(

香
川
県)

出
身
の
大
社
元
七
（
お
お
こ
そ
も
と
ひ
ち
）
が
、

商
用
で
訪
れ
た
津
屋
崎
の
荒
廃
し
た
新
田
を
み
て
、
地
元
の
人
た
ち

と
の
協
力
お
よ
び,

福
岡
藩
の
奨
励
を
う
け
、
１
７
４
３
年
に
４
０
町

歩
余
の
塩
田
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
塩
田
開
発
の
功
績
を
称
え

る
石
碑
で
あ
る
。
藩
の
塩
の
生
産
は
年
額
５
万
石
相
当
で
あ
り
、
製
塩

専
業
者
は
百
余
戸
に
及
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
集
落
内
の
道
を
そ
の
ま
ま
津
屋
崎
に
向
か
え
ば
県
道
５
０
２
号
に
合
流
し
、
そ
の
道
を
少

し
入
り
海
側
の
方
向
に
戻
る
と
弁
財
天
社
の
鳥
居
と
祠
が
あ
り
、
そ
の
す
ぐ
横
の
空
き
地
の
隅
に
か
つ

て
の
塩
倉
庫
（
レ
ン
ガ
造
り
で
、
旧
熊
本
塩
務
局
津
屋
崎
出
張
所
付
属
文
書
庫
）
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。 ｂ 

津
屋
崎
千
軒
の
ま
ち 

福
津
市
津
屋
崎
４
丁
目
に
至
り
、
そ
の
エ
リ
ア
お
よ
び
隣
接
地
で
、
漁
港
の
方
向
に
進
め
ば
、
そ
こ

か
ら
国
道
４
９
５
号
ま
で
の
東
西
を
結
ぶ
一
帯
が
か
つ
て
津
屋
崎
千
軒
と
呼
ば
れ
た
地
区
で
あ
る
。
図

１
３
に
示
す
津
屋
崎
橋
か
ら
海
岸
線
に
平
行
す
る
よ
う
に
囲
む
点
線
楕
円
の
区
域
で
あ
る
。 

明
治
時
代
に
津
屋
崎
村
が
成
立
し
た
頃
の
状
況
を
み
る
と
、
波
折
（
な
み
お
り
）
神
社
を
含
ん
で
入

江
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
が
漁
業
中
心
の
浦
で
「
北
」
と
呼
ぶ
区
域
が
あ
り
、
県
道
５
０
２
号
沿
い
が
農
業

を
主
に
す
る
「
岡
」
で
、
そ
の
宮
地
嶽
神
社
よ
り
は
「
天
神
」
と
称
し
農
業
や
工
房
な
ど
が
入
り
混
じ

る
区
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
３
者
で
コ
の
字
型
に
囲
ま
れ
、
図
で
藍
の
家
な
ど
を
含
む
海
よ
り

の
中
央
部
分
が
商
店
や
宿
屋
な
ど
が
集
積
し
た
新
町
と
呼
ぶ
家
屋
密
集
区
域
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
ま
ち
の
区
分
は
、
毎
年
、
７
月
に
行
わ
れ
る
波
折
神
社
の
祇
園
祭
の
山
笠
に
受
け
継
が
れ
、

３
流
れ
に
分
か
れ
て
３
つ
の
山
笠
が
担
が
れ
て
い
る
。
規
模
は
異
な
る
が
博
多
の
祇
園
山
笠
に
似
た
仕

組
み
で
あ
る
。 

津
屋
崎
の
繁
栄
を
支
え
た
の
は
、「
五
十
集
（
い
さ
ば
）
船
」
と
呼
ば
れ
た
五
十
～
百
石
程
度
の
荷
を

運
ぶ
船
で
あ
っ
た
。
天
然
の
良
港
で
あ
る
津
屋
崎
の
港
を
拠
点
に
、
勝
浦
塩
田
、
津
屋
崎
塩
田
の
塩
な

ど
を
西
日
本
の
各
地
に
運
ぶ
と
と
も
に
、
帰
り
荷
と
し
て
海
産
物
や
衣
類
、
薬
、
た
ば
こ
な
ど
が
も
た

ら
さ
れ
た
。 

勝浦塩浜の水路(google map) 
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す
な
わ
ち
、
明
治
の
町
村
施
行
前
は
、
入
江
を
挟
ん
で
現
在
の
渡
地
区
と
津
屋
崎
地
区
は
別
々
の
村

で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
津
屋
崎
村
に
該
当
す
る
区
域
に
港
が
あ
り
、
あ
る
い
は
沢
山
の
家
屋
が
並
び

栄
え
た
（
図
１
３
の
点
線
枠
と
そ
の
周
囲
）。
地
図
を
見
る
と
、
入
り
組
ん
だ
不
規
則
な
細
街
路
が
今
な

お
残
り
、
そ
う
し
た
区
域
が
該
当
す
る
。
中
に
は
、
建
物
と
建
物
の
間
が
幅
約
１
ｍ
と
狭
い
生
活
路
も

見
ら
れ
、
こ
れ
を
ス
ア
イ
ま
た
は
ヒ
イ
ア
と
呼
ん
だ
。 

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
ま
ち
は
し
ば
し
ば
火
災
に
あ
い
、
大
半
が
焼
失
し
た
。
こ
の
た
め
、
江
戸
時

代
の
建
物
は
い
ま
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
明
治
、
大
正
時
代
の
建
物
と
し
て
、
豊
村
酒
造
お
よ
び
か
つ

て
の
染
物
屋
が
並
び
、
そ
れ
ら
が
津
屋
崎
千
軒
の
様
子
を
い
ま
に
伝
え
る
代
表
的
な
建
物
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
周
辺
の
路
地
㊻
が
津
屋
崎
千
軒
の
趣
を
醸
し
出
し
、
２
０
０
６
年
に
水
産
庁
の
“
未
来
に
残

し
た
い
漁
業
漁
村
の
歴
史
文
化
財
産
百
選
”
に
選
ば
れ
て
い
る
。 

「
豊
村
酒
造
」
㊹
は
、
新
宮
に
あ
っ
た
造
り
酒
屋
か
ら
分
家
し
て
、
初
代
の
豊

村
喜
三
郎
が
１
８
７
４
年
（
明
治
７
年
）
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
写
真
に
見
る

よ
う
に
、
２
階
の
軒
先
中
央
に
は
造
り
酒
屋
と
し
て
新
酒
が
で
き
た
こ
と
を
表
す

杉
玉
（
酒
林
と
も
い
う
）
が
吊
る
さ
れ
、
そ
の
周
り
の
壁
に
は
鏝
絵
で
龍
が
描
か

れ
て
い
る
。
中
に
入
る
と
、
大
き
な
塩
木
の
松
の
木
の
梁
が
あ
り
、
高
い
天
井
を

一
本
の
木
を
曲
が
っ
た
そ
の
ま
ま
に
活
か
し
て
上
手
に
組
み
立
て
、
艶
光
り
す
る

ほ
ど
に
見
事
に
磨
き
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
と
漆
喰
の
白
壁
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
驚

く
こ
と
だ
ろ
う
。
会
社
の
パ
ン
フ
の
表
現
を
か
り
れ
ば
、
ま
さ
に
“
見
得
の
梁
”

㊹
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
上
げ
つ
つ
酒
造
業
に
励
み
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

豊
村
酒
造
の
隣
は
「
津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
「
藍
の
家
」
㊺
で
あ
る
。
１
９
０
１

年(

明
治
３
４
年)

建
築
の
染
物
屋
の
木
造
２
階
建
て
の
典
型
的
な
町
屋
で
あ
る
。

現
在
は
福
津
市
に
寄
贈
さ
れ
、
主
屋
お
よ
び
井
戸
屋
形
が
国
の
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
梁
は
前
者
と
同
様
に
海
水
に
付
け
た
塩
木
で
あ
り
、
三
和
土
（
た

た
き
）
の
広
い
土
間
が
あ
る
（
一
口
メ
モ
（
１
１
）
参
照
）。
２
階
の
外
壁
の
両
サ

イ
ド
に
う
だ
つ
（
袖
壁
の
こ
と
）
が
あ
が
る
と
と
も
に
、
雨
戸
は
外
側
に
漆
喰
を

塗
り
付
け
、
防
火
壁
を
な
す
工
夫
が
あ
る
。 

周
辺
を
ぶ
ら
つ
く
と
、
豊
村
酒
造
の
前
の
小
路
は
千
軒
通
り
と
呼
ば
れ
、
一
昔

前
の
面
影
を
残
す
町
並
み
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
ば
右
手
の
幼
稚
園
の
奥
に

波
折
（
な
み
お
り
）
宮
㊻
が
あ
る
。
こ
れ
は
河
原
崎
宮
之
本
に
あ
っ
た
も
の
を
１

２
２
１
年
に
移
し
た
神
社
で
あ
る
と
の
説
明
書
き
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
３
人
の

漁
師
が
釣
に
出
て
い
た
時
、
大
風
荒
波
に
あ
い
、
三
祭
神
（
瀬
織
津
、
住
吉
、
志

賀
の
大
神
）に
助
け
ら
れ
た
が
、気
が
付
け
ば
船
に
３
個
の
石
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
も
ち
帰
り
祭
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
が
真
実
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
地
区
の
氏
神
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

他
に
も
、路
地
を
巡
る
と
地
蔵
堂
、絵
馬
が
か
か
る
大
師
堂
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
、
津
屋
崎
千
軒
の
区
域
か
ら
少
し
離
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
津
屋
崎
小
学
校
内
で
、

校
舎
建
て
替
え
に
際
し
み
つ
か
っ
た
唐
房
跡
は
１
２
世
紀
の
日
宋
貿
易
で
わ
が
国
に
や
っ
て
き
た
中

国
人
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
、
多
く
の
遺
品
が
出
土
し
た
。
そ
れ
が
学
校
内
の
在
自
（
あ
ら
じ
）
唐

房
跡
展
示
館
で
あ
る
。 

こ
れ
ほ
ど
に
栄
え
た
津
屋
崎
の
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
、
今
日
で
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
原
因
の

一
つ
は
鹿
児
島
本
線
の
開
通
で
あ
る
（
二
章
２
節
）。
１
８
９
０
年
に
博
多
～
赤
間
、
１
８
９
１
に
門
司

～
熊
本
の
区
間
が
開
通
し
、
海
か
ら
陸
上
へ
と
交
通
の
主
体
が
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま

一
つ
は
明
治
時
代
末
期
に
塩
が
専
売
制
度
に
移
行
し
、
塩
田
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。 

ｃ 

宮
地
嶽
神
社 

図13 宮地嶽神社、津屋崎千軒地区 

㊸ 津屋崎橋からかつての内海、塩田方向を眺める 



31 

 

津
屋
崎
の
ま
ち
か
ら
、
国
道
４
９
５
号
あ
る
い
は
県
道
５
０
２
号
を
つ
た
っ
て
南
に
進
み
、
福
間
駅

よ
り
に
あ
る
宮
司
地
区
に
至
れ
ば
、
日
本
一
の
大
注
連
縄
（
重
さ
５
ト
ン
、
長
さ
１
３
．
５
ｍ
、
直
径

２
．
５
ｍ
、
毎
年
架
け
替
え
ら
れ
る
）
で
有
名
な
「
宮
地
嶽
神
社
」
㊼-

１
が
鎮
座
し
て
い
る
。
祭
神
は

息
長
足
比
売
命
（
お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の

み
こ
と
、
神
功
皇
后
）
と
二
柱
の
従
神(

勝
村

大
神
、
勝
頼
大
神)

で
あ
り
、
商
売
繁
盛
、
交

通
安
全
、
家
内
安
全
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
る
。 

神
社
の
参
道
の
先
に
階
段
が
あ
り
、
そ
れ

を
登
っ
た
と
こ
ろ
で
振
り
返
る
と
、
参
道
を

宮
地
浜
海
水
浴
場
ま
で
一
直
線
に
見
下
ろ
す

道
の
光
景
に
感
動
す
る
。
し
か
も
、
毎
年
２

月
と
１
０
月
の
２
回
は
夕
日
が
そ
の
線
上
で

沈
み
、
こ
れ
が
あ
る
航
空
会
社
の
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
で
有
名
に
な
り
、
今
で
は
「
光
の
道
」

（
㊼-

２
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
時
期
に
な
る

と
夕
陽
を
見
る
た
め
に
一
大
イ
ベ
ン
ト
の
よ

う
に
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
が
、
最
近
で
は

そ
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
、
九
州
全
体
で
人
口
減
が
進
む
中
、
福
岡
都
市
圏
で
東
の
福
津
、
西
の
糸
島
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
依
然
と
し
て
人
々
の
転
入
が
あ
り
、
人
口
が
増
え
続
け
て
い
る
。 

本
殿
に
参
拝
の
後
、
神
社
の
裏
手
に
回
っ
て
自
在
山
（
あ
ら
じ
や
ま
）
方
向
に
進
む
と
「
奥
の
宮
八

一口メモ（11） 三和土（たたき）について 

 三和土と書いて“たたき”と読む。これは赤土と砂の山

土（花崗岩，安山岩などが風化したケイ酸に富む）に、消

石灰、水を加えて練ったもので、3種類の材料を用いるこ

と、および練ったものを木製の棒で何度もたたき固めるこ

とによる呼称である。通常は建物の玄関を入ったところの

土間にもちいられ、約 10 ㎝の厚さで固めて造られること

が多かった。 

 しかし、最近では土の代わりにコンクリ―トやモルタ

ル、金鏝で仕上げることがほとんどであり、タイルを用い

ることもあるが、それをそのまま“たたき”と呼んでいる。

本文の藍の家の土間は、当然ながら前者の三和土であり、

“漆喰たたき“ともいう。 

㊺ 藍の家（かつての染物屋）とその内部 

㊹ 豊村酒造とその土間の天井の見得の梁 

㊻ 津屋崎千軒の港町を偲ぶことができる波折神社と周辺の路地（千軒通り） 



32 

 

社
」
と
総
称
す
る
八
つ
の
神
社
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
お
参
り
す
れ
ば
悲
願
が
成
就
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
中
の
一
つ
の
不
動
神
社
は
、
６
世
紀
後
半
の
宮
地
嶽
古
墳
㊽
で
あ
る
。
古
墳
時
代
末
の

円
墳(

直
径
３
４
ｍ)

で
、
そ
の
横
穴
式
石

室
の
長
さ
は
２
２
ｍ

と
わ
が
国
最
大
で
は

と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど

だ
が
、
そ
の
入
り
口

に
あ
る
の
が
不
動
神

社
で
あ
る
。
石
室
か

ら
の
副
葬
品
の
う
ち
、

豪
華
な
金
銅
荘
頭
椎

大
刀
や
長
方
形
緑
瑠

璃
板
な
ど
の
２
０
品

目
が
国
宝
に
指
定
さ

れ
、
九
州
国
立
博
物

館
に
寄
託
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

被
葬
者
は
相
当
の
有

力
者
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
は
２
つ
の
説
が
あ
る
。
石
室
に
用
い
た
石
が
、

光
の
道
を
そ
の
ま
ま
伸
ば
し
た
先
の
相
島
（
粕
屋
郡
新
宮
町
）
産
で
、
そ
こ

か
ら
運
ん
だ
の
で
は
と
の
推
測
か
ら
、
島
に
住
ん
で
い
た
海
人
族
・
安
曇
族

の
有
力
者
と
の
説
が
あ
る
。
今
一
つ
は
、
埋
葬
品
の
豪
華
さ
か
ら
、
２
頁
あ

る
い
は
５
頁
の
一
口
メ
モ
（
１
）、（
３
）
で
紹
介
し
た
天
皇
家
の
外
戚
で
あ

る
胸
形
君
徳
善
で
な
い
か
と
の
説
だ
が
、
時
代
が
ず
れ
る
点
で
疑
問
と
さ
れ

て
い
る
。 

奥
之
宮
が
並
ぶ
山
斜
面
に
隣
接
す
る
谷
沿
い
に
民
家
村
自
然
広
苑
が
あ
る
。

こ
こ
も
宮
地
嶽
神
社
の
境
内
だ
が
、
九
州
各
地
お
よ
び
富
山
県
か
ら
移
築
し

た
“
く
ど
造
り
”
や
二
棟
造
り
な
ど
と
タ
イ
プ
が
異
な
る
茅
葺
の
古
い
民
家

が
並
ん
で
い
る
。 

 

ｄ 

１
０
㎞
に
お
よ
ぶ
福
津
海
岸 

 

福
津
地
区
の
締
め
く
く
り
は
、
神
社
と
一
直
線
に
光
の
道
で
繋
が
る
宮
地

浜
㊾
に
行
く
こ
と
で
あ
る
。
全
長
１
．
３
㎞
で
、
歩
い
て
も
１
５
分
程
度
。

そ
こ
か
ら
の
眺
め
は
、
津
屋
崎
海
水
浴
場
、
宮
地
浜
海
水
浴
場
、
福
間
海
岸
、
さ
ら
に
隣
接
し
て
古
賀

市
、
新
宮
町
へ
と
１
０
㎞
に
及
ん
で
大
き
な
弧
を
描
く
砂
浜
と
松
原
が
続
く
海
浜
で
あ
る
。 

㊽ 奥之宮の不動神社とその背後の宮地嶽円墳 

㊼-1 宮地嶽神社の拝殿と注連縄 

㊼-2 宮地嶽神社の楼門と宮地浜へ一直線の参道道「光の道」 
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つ
ま
り
、
響
灘
や
玄
界
灘
に
面
し
た
芦
屋
市
か
ら
福
岡
市
の
志
賀
島
ま
で
、
こ
ぶ
し
の
よ
う
に
突
き

出
た
岩
の
岬
や
か
つ
て
の
島
の
間
に
弧
を
描
く
５
つ
の
砂
浜
が
あ
る
。
そ
の
形
か
ら
パ
ラ
ソ
ル
地
形
と

も
い
う
が
、
そ
の
中
央
部
の
３
つ
ま
で
が
む
な
か
た
地
域
に
あ
り
、
宮
地
浜
を
含
む
福
津
海
岸
は
最
も

規
模
が
大
き
い
。
そ
う
し
た
光
景
を
み
な
が
ら
目
を
転
ず
れ
ば
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
む
な
か
た
地

域
の
海
路
、
陸
路
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
軌
跡
が
照
ら
し
だ
さ
れ
、
神
社
や
ま
ち
の
姿
が
取
り
囲
む

と
に
興
味
が
そ
そ
ら
れ

る
。 ｅ 

特
産
品
に
つ

い
て 福

津
市
に
は
農
水
産
品
の
直
売
所
が
３
か
所
あ
る
。
新
鮮
な
地
場
産
売
り
物
で
あ
る
。 

〇
あ
ん
ず
の
里
市
（
福
津
市
勝
浦
１
６
６
７-

１
、
℡
０
９
４
０-

５
２-

５
９
９
５
） 

―

農
水
産
物
中
心
の
直
売
所
。 

〇
ふ
れ
あ
い
広
場
ふ
く
ま
（
上
西
郷
５
３
９-

１
、
℡
０
９
４
０-

４
３-

７
７
９
０
） 

―

福
間
の
野
菜
、
果
物
、
手
作
り
農
産
加
工
品
な
ど
の
直
販
施
設
。 

〇
お
魚
セ
ン
タ
ー
う
み
が
め
（
津
屋
崎
４
丁
目
４
７-

１
８
、
℡
０
９
４
０-

５
２-

１
９
３
９
） 

―

津
屋
崎
漁
港
で
水
揚
げ
さ
れ
た
近
海
の
魚
介
類
や
加
工
品
、
農
産
物
。 

あ
る
い
は
、
市
商
工
会
、
Ｊ
Ａ
、
漁
協
な
ど
が
連
携
し
て
福
津
の
生
鮮
品
、
加
工
品
、
工
芸
品
な
ど

で
優
れ
た
も
の
な
ど
を
福
津

ブ
ラ
ン
ド
「
福
津
の
極
み
」
と

認
定
し
、
直
売
所
や
土
産
物

店
、
飲
食
店
な
ど
で
販
売
し

て
い
る
。
表
１
１
は
そ
の
一

覧
だ
が
、
こ
れ
ら
以
外
も
思

わ
ぬ
郷
土
料
理
や
く
つ
ろ
げ

る
店
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
探

す
の
も
た
の
し
み
で
あ
る
。 

  

 
 

㊾ 福津海岸（津屋崎、宮地浜、福間の海水浴場と続く） 

表11 福津市の特産品（5） 

地域 品名 取扱店 住所 電話

福津市

勝浦 トマトドレッシング あんずの里市 勝浦1667-1 0940-52-5995

勝浦 あんずドレッシング 〃 〃 〃

勝浦 あんずジャム 〃 〃 〃

勝浦 津屋崎の紫芋饅頭 〃 〃 〃

勝浦 あまおういちごドレッシング 〃 〃 〃

勝浦 あんずサイダー 〃 〃 〃

勝浦 あんず最中 〃 〃 〃

勝浦 あんずでポン酢 〃 〃 〃

勝浦 あちゃら漬  〃 〃 〃

津屋崎 蔵の鯛茶漬け ギャラリー蔵 津屋崎3-26-21 0940-52-0407

津屋崎 津屋崎千軒クッキー 　　パデイスリーエトワール 津屋崎3-11-17 0940-52-5292

津屋崎 清酒 豊盛大吟醸・純米酒・ 豊村酒造（有） 津屋崎4-14-18 0940-52-0001

宮司 美味塩っ胡・美味燻っ胡  塩工房野次馬 宮司ヶ丘14-6 0940-52-4450

宮司 おいしいハーブ塩 〃 〃 〃

宮地嶽 宮地嶽の松ヶ枝餅 宮地嶽門前町の各店 0940-52-0204

まるごとにんにく餃子 有限会社山八 中央4-19-15 0120-583-888

黒豚生餃子 〃 〃 〃

山八餃子 〃 〃 〃

畦町 米粉ふくつっ粉 くわの農園 本木1074 090-9471-3263

花見が丘 きっずベジ野菜ソーセージ 0940-72-4200

花見が浜2-7-13

花見が丘 粗挽きのゆず胡椒 居食屋 一栄 花見が浜1-3-7 0940-42-6280

カリフラワー （地域振興課商工振興係） 0940-62-5014

ミニトマト 〃 〃

早生キャベツ 〃 〃

津屋崎 津屋崎人形 筑前津屋崎人形巧房 津屋崎3丁目14-3 0940-52-0419

宮司 マルティグラス (有)マルティグラス 宮司3丁目18-2 0940-34-5370

宮地嶽 福珠のモマ 宮地嶽神社境内  宮司元町7-1 0940-42-0315

手光 ふくこいねこ 陶芸工房 夢かしこ 手光1276 0940-42-0498

（工芸品）

（食  品）

農園野菜と大地の恵み となりのグリル
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List of Guidebook of Scenic Byway Kyushu 
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-michi/fukeikaido/guidebook.html  

(上記のホームページからコピーできます。（無料）） 

全体編 〇Japanese Edition: 九州の風景街道     その１ 総論  
                 
〇English Edition： Scenic Byway Kyushu  Part 1 Overview 

     
その２ ルート別ガイド             Part2  Leaflet by Route  

 日南海岸きらめきライン          Q-❶  Nichinan Sparkling Coast 

  日豊海岸シーニック・バイウェイ      Q-❷  Nippo Seashore Road 

  ながさきサンセットロード         Q-❸  Nagasaki Sunset Highway 

  北九州おもてなし“ゆっくりかいどう”   Q-❹  Kitakyushu Hospitality Roads 

ちょっとよりみち唐津街道むなかた     Q-❺   Munakata Historic Byway 

 かごしま風景街道             Q-❻  Kagoshima Scenic Byways 

 玄界灘風景街道                         Q-❼   Genkai Coastal Highway 

 九州横断の道やまなみハイウェイ       Q-❽   Yamanami Highland Parkway 

 九州横断の道阿蘇くまもと路         Q-❾   Aso/Kumamoto Scenic Roads 

 豊の国歴史ロマン街道            Q-❿   Toyonokuni History Roads 

 みどりの里・耳納風景街道              Q-⓫    Green Village in Minou Mountains 

 別府湾岸・国東半島海べの道             Q-⓬    Scenic Area of Beppu Bay and Kunisaki Pen. 

  あまくさ風景街道             Q-⓭   Amakusa Islands Drive 

 薩摩よりみち風景街道                   Q-⓮   North Satsuma Scenic Tour 

  島原半島うみやま街道                 Q-⓯    Umi-Yama Scenic Byway in Shimabara Pen. 
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