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海
の
道
む
な
か
た
館
で
は
特
別
展
「
Ｈ
ｉ 

地
～
図
！
」
が
、
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

開
催
中
で
す
。
展
示
さ
れ
て
い
る
宗
像
大
社

に
関
連
す
る
地
図
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の

が
境
内
を
描
い
た
「
宗
像
社
社
頭
古
絵
図
（
む

な
か
た
し
ゃ
し
ゃ
と
う
こ
え
ず
）
」
で
す
。
墨

の
他
に
朱
、
青
、
茶
、
緑
の
四
色
の
絵
の
具

の
濃
淡
を
用
い
た
カ
ラ
ー
絵
図
で
、
南
を
上

に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

    

現
在
の
境
内
と
比
べ
て
多
く
の
建
物
が
あ

り
ま
す
が
、
本
殿
の
周
り
の
末
社
が
な
い
こ

と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
末
社
は
延
宝
四

（
一
六
七
六
）
年
に
、
福
岡
藩
主
に
よ
っ
て 

      

造
営
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
以
前
の
境
内

図
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
現
存
す
る

本
殿
と
拝
殿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
拝

殿
造
営
の
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
以
降

の
も
の
で
す
。
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
の

間
の
境
内
の
様
子
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
た

絵
図
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
絵
図
に

は
、
古
い
境
内
の
姿
を
描
き
た
い
と
の
思
い

が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
中
世
の
社
号
を

と
っ
て
「
宗
像
社
社
頭
古
絵
図
」
と
名
付
け

て
い
ま
す
。 

 

こ
の
絵
図
は
単
独
で
存
在
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
に
成
立

し
た
『
宗
像
記
追
考
』
に
付
属
し
て
い
る
も

の
で
す
。
宗
像
地
方
の
戦
国
末
期
ま
で
の
歴

史
を
叙
述
し
た
本
で
す
。
成
立
後
間
も
な
く

写
本
が
作
ら
れ
た
時
に
、
新
た
に
絵
図
が
描

か
れ
ま
し
た
。
絵
図
を
企
画
し
た
の
は
、
宗

像
社
に
奉
仕
し
て
い
た
豊
福
長
賀
（
と
よ
ふ

く
ち
ょ
う
が
）
と
い
う
人
物
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
長
賀
が
実
際
に
筆
を
執
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宗
像
社
に
残
る
古
文
書

を
勉
強
し
て
、
実
際
の
境
内
に
、
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
建
物
を
復
元
、
配
置
し
た
絵
図
を

指
示
し
て
書
か
せ
た
の
で
す
。 

    

明
治
の
神
仏
分
離
令
ま
で
は
神
仏
習
合
の

時
代
が
続
き
ま
す
か
ら
、
絵
図
に
も
仏
堂
や

塔
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
三
つ
の
九
重
塔
（
き

ゅ
う
じ
ゅ
う
の
と
う
）
が
書
き
込
ま
れ
て
い

ま
す
が
、
文
献
史
料
か
ら
は
同
時
期
に
は
二

つ
の
塔
の
存
在
し
か
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
九

重
で
あ
っ
た
か
は
全
く
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。

釣
川
沿
い
の
道
路
も
含
め
て
、
堀
と
釣
川
に

囲
ま
れ
た
広
い
範
囲
が
境
内
地
で
、
東
塔
の

辺
り
が
現
在
の
神
宝
館
の
位
置
に
な
り
ま
す
。

釣
川
は
今
も
流
れ
、
堀
も
か

な
り
の
部
分
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
小
の

池
は
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）

年
の
境
内
図
に
も
描
か
れ

て
い
て
、
こ
の
絵
図
に
は
虚

構
と
現
実
と
が
混
在
し
て

い
る
の
で
す
。
弘
治
三
（
一

五
五
七
）
年
の
火
災
に
よ
っ

て
、
本
殿
、
拝
殿
や
他
の
建

物
も
焼
失
し
ま
し
た
。
本
殿
、

拝
殿
の
再
建
は
遂
げ
ま
し

た
が
、
火
事
以
前
の
規
模
か
ら
は
か
な
り
縮

小
さ
れ
ま
し
た
。
絵
図
に
は
、
火
災
以
前
の

境
内
の
姿
を
再
現
し
た
い
と
い
う
願
い
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

                

現
在
の
景
観
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
堀

外
、
絵
図
の
上
部
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
末
社
は
本
殿
の
周
囲
に
移

さ
れ
ま
し
た
。
隨
願
寺
や
僧
侶
が
修
行
す
る

夏
堂
は
、
江
戸
時
代
に
は
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
最
上
部
の
池
や
、「
芝
生
」
と
書

か
れ
た
丘
陵
地
は
、
大
正
、
昭
和
の
初
め
こ

ろ
ま
で
に
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
り
削
ら
れ
た

り
し
て
、
現
在
は
農
地
に
な
っ
て
い
ま
す
（
写

真
参
照
）
。「
御
供
池
（
ご
く
の
い
け
）」
だ
け

が
、「
御
飯
（
お
い
）
の
水
の
井
」
と
し
て
唯

一
残
っ
て
い
ま
す
。 

※
な
お
、
詳
し
い
解
説
は
、
特
別
展
図
録
に

あ
り
ま
す
。 

（
中
世
部
会 

河
窪
奈
津
子
） 

宗
像
大
社
の
古
絵
図 

～
『
新
修
宗
像
市
史
』
中
世
部
会
か
ら
～ 

現在の堀外のようす 

古
絵
図
の
時
代 

境
内
の
よ
う
す 

堀
外
の
よ
う
す 
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宗像社社頭古絵図 

‼ 


