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本
殿
の
裏
に
移
さ
れ
る
ま

で
、
現
在
の
第
三
宮
の
釣
川

側
に
あ
り
ま
し
た
。

人
々
の
信
仰
を
今
も

感
じ
る
高
宮
祭
場　

　『
日
本
書
紀（
７
２
０
年
）』

に
辺
津
宮
の
記
述
が
あ
り
、

「
海
濱
」
と
書
い
て
「
へ
つ

み
や
」と
読
ま
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、宗
像
大
社
周
囲
が
、

古
代
は
入
海
だ
っ
た
た
め
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

学びの里

重
要
文
化
財
指
定
の
『
宗
像

神
社
文
書
（
も
ん
じ
ょ
）』

や
『
阿
弥
陀
経
石
』
な
ど
が

　
古
代
・
玄
界
灘
を
舞
台

に
、
日
本
と
大
陸
の
航
海
交

流
の
要
衝
と
し
て
信
仰
が
生

ま
れ
た
宗
像
大
社
。
そ
の
信

仰
は
現
在
も
続
い
て
い
ま

す
。
３
回
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介

す
る
国
指
定
史
跡
「
宗
像
神

社
境
内
」。
最
終
回
の
今
回

は
古
代
・
中
世
で
す
。

中
国
で
作
ら
れ
た　

１
対
の「
宋
風
狛
犬
」

　
中
世
を
知
る
資
料
は
、
国

あ
り
、
宗
像
大
社
神
宝
館
に

展
示
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
宋
（
中
国
）

か
ら
渡
来
し
た

「
宋
風
狛
犬（
こ

ま
い
ぬ
）」
に

は
、
建
仁
元
年

（
１
２
０
１
年
）

第
三
宮
に
奉
納

さ
れ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
時
、
第

三
宮
は
、
江
戸

時
代
に
辺
津
宮

ふるさとから
世界遺産を!

連
遺
産
群

連
遺
産
群

連
遺
産
群

宗像･沖ノ島と関
連
遺
産
群

宗像･沖ノ島と関

第57回

宗
像
大
社
辺
津
宮
の
境
内

（
古
代
・
中
世
編
）

だ
社
殿
も
な
い

時
代
の
辺
津
宮

は
、
高
宮
祭
場

付
近
に
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
江

戸
期
に
書
か
れ

た
『
筑
前
國
続

風
土
記
拾
遺
』

に
、「
高
宮
は
、

土
器
の
破
片
が

甚
だ
多
く
、
古

代
の
祭
器
が
残

る
」と
記
さ
れ
、

実
際
に
沖
ノ
島
で
の
露
天
祭

祀
（
さ
い
し
）
遺
跡
と
同
様

の
祭
祀
遺
物
が
こ
こ
か
ら
出

土
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
高
宮
祭

場
は
、
古
代
か
ら
続
く
人
々

の
信
仰
を
感
じ
る
こ
と
が
で

中国で作られた「宋風狛犬」

昭和の御造営で復元整備された高宮祭場

き
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
の

で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
世
界
遺
産
登
録
推
進
室

　（
海
の
道
む
な
か
た
館
）

☎
（
62
）
２
６
１
７

子どもに
やさしいまち

むなかた
第16回

こ
れ
っ
て
ど
う
な
の
？

子
ど
も
が
言
う
こ
と
を

聞
か
な
い
の
は

誰
の
せ
い
？

　

朝
の
交
通
安
全
の
立
ち
番
を
し
て
い
て
、
気
持
ち
よ
く
あ
い
さ
つ
を
し
て
く
れ

る
子
が
い
ま
し
た
。
朝
か
ら
と
て
も
い
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
半
面
、
大
声

で
叫
ん
だ
り
、
危
険
な
場
所
で
道
路
を
横
断
し
た
り
、
鬼
ご
っ
こ
み
た
い
に
走
り

回
っ
た
り
、
注
意
し
て
も
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
子
ど
も
も
い
ま
す
。「
家
で
の
し

つ
け
の
差
が
で
て
い
る
？
」
そ
う
考
え
る
と
「
親
が
し
っ
か
り
し
つ
け
を
し
な
い

と
！
」
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
っ
て
、
子
ど
も
の
権
利
を
考
え
た
場
合
、
ど
う

な
の
で
す
か
？

■
問
い
合
わ
せ
先 

子
ど
も
育
成
課 

☎
（
36
）
１
２
１
４

　
子
育
て
は
、
親
（
保
護

者
）
に
最
も
重
要
な
責
任
が

あ
り
、
生
活
の
た
め
に
必
要

な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る

こ
と
、
自
立
心
を
育
成
し
、

心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達

を
図
る
こ
と
に
努
力
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
教
育
基
本
法
の
第
10
条

に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、幼
稚
園
や
小
学
校
に「
子

ど
も
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な

い
の
で
、
先
生
か
ら
言
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
す
る

親
も
い
る
そ
う
で
す
。「
家

庭
の
教
育
力
の
低
下
」「
学

校
教
育
の
役
割
の
増
加
」
と

い
っ
た
課
題
が
見
え
て
き
ま

す
。

　
し
か
し
、
親
が
努
力
し
て

い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
近
年
、
子
ど
も
に
関
わ

る
市
民
活
動
や
研
修
会
な
ど

が
活
発
に
実
施
さ
れ
、
子
育

て
に
関
す
る
意
識
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
十
数
年
前
に
比

べ
る
と
生
活
リ
ズ
ム
の
し
つ

け
を
す
る
親
も
増
加
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
誕
生
日
や
旅

行
な
ど
の
家
族
行
事
を
楽
し

む
家
庭
や
、
子
ど
も
に
家
の

手
伝
い
を
さ
せ
な
が
ら
親
子

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
家
庭
も
増
加
し
て
い
る

そ
う
で
す
。

　
核
家
族
化
や
都
市
化
に

よ
っ
て
子
育
て
世
帯
が
孤
立

し
た
り
、
地
域
と
の
人
間
関

係
が
希
薄
化
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
共
働
き
や
長

時
間
労
働
な
ど
で
、
親
が
子

ど
も
と
関
わ
る
時
間
が
減
少

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
か
ら
、
以
前
は
家
庭
や

地
域
で
自
然
に
営
ま
れ
て
い

た
教
育
力
が
弱
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　
子
ど
も
基
本
条
例
で
は
、

親
の
役
割
と
し
て
子
ど
も
の

最
善
が
何
か
を
考
え
、
愛
情

を
持
っ
て
成
長
や
発
達
に
応

じ
た
養
育
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
市
民
の
役
割
と

し
て
、
子
ど
も
は
「
社
会
の

宝
」
で
あ
る
と
認
識
し
、
子

ど
も
を
温
か
く
見
守
り
、
子

ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し

て
い
ま
す
。

　
市
や
地
域
で
は
、
青
少
年

を
見
守
っ
た
り
（
青
パ
ト
）、

子
ど
も
会
や
コ
ミ
セ
ン
で
子

ど
も
が
体
験
し
、
学
び
な
が

ら
成
長
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

親
も
仕
事
や
家
事
に
追
わ
れ

な
が
ら
も
、
家
庭
で
の
教
育

を
通
し
て
成
長
を
見
守
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

　
家
庭
教
育
が
困
難
な
社
会

に
な
っ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ

そ
、
子
ど
も
た
ち
が
社
会
の

宝
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
輝
き

を
放
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
も
市
民
総
出

で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て

子
ど
も
た
ち
を
磨
い
て
い
く

こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。


