
大
君
の

遠
の
み
か
ど
と

あ
り
通
ふ

島
門
を
見
れ
ば

神
代
し
お
も
ほ
ゆ

歌
碑
の
こ
こ
ろ

と
お

お
お
　
き
み

か
よ

し
ま
　
と

か
み
　
よ

北九州市八幡西区黒崎地区  岡田宮境内

※

詳
し
い
解
説
は
12
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

都
を
遠
く
離
れ
た
大
宰
府
政
庁
を
目
ざ
し
て
、
常

に
行
き
来
す
る
関
門
海
峡
が
見
え
て
き
た
。
そ
の

先
を
眺
め
や
れ
ば
、
九
州
を
舞
台
に
し
た
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
二
神
の
昔
が
偲
ば
れ
る
こ
と
だ
な
あ
。

2 

巻
頭
言

　神
話
よ
甦
れ

…
…
…
…
…
…
…

山
口
　秀
範

3 

「
社
中
」だ
よ
り…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

廣
尾
　大
輔

4 

『
古
事
記
』
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て …

…
…

山
口
　秀
範

6 

三
十
八
年
間
の

　教
員
生
活
を
振
り
返
っ
て（
最
終
回
）…

穴
井
　福
代

7 

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
日
本
④

…
…
…
…
…
…
…

守
田
　
　剛

8 

民
間
人
か
ら
見
た
教
育
現
場
⑧

…
…
…
…

小
田
村
直
昌

9 

伊
達
政
宗「
馬
上
少
年
過
ぐ
」を
め
ぐ
っ
て
② …

廣
木
　
　寧

10 

T
E
R
A
K
O
Y
A
ふ
ぉ
と
れ
ぽ
ー
と

11
〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋
〞の
ご
案
内

12 

歌
碑
の
こ
こ
ろ
（9）
　編
集
余
禄
　余
録
の
余
録

も

　く

　じ

※

題
字
／
森
川
芳
聲

1

令

和２
年 -No.80

梅
の
花
散
ら
く
は
い
づ
く
し
か
す
が
に

こ
の
城
の
山
に
雪
は
降
り
つ
つ

梅
の
花
の
散
る
所
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。
と
は
言
う
も

の
の
眼
前
の
城
の
山
（
四
王
寺
山
）
に
雪
降
る
さ
ま
が

見
え
る
。
本
格
的
な
春
の
訪
れ
は
ま
だ
の
よ
う
だ
な
。

※

詳
し
い
解
説
は
12
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ

太宰府市歴史スポーツ公園「万葉の散歩道」

ち
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謹
賀
新
年

　

令
和
で
迎
え
る
新
春
を
お
揃
い
で
お
過
ご
し

の
こ
と
と
拝
察
し
ま
す
。
設
立
十
五
周
年
の
寺

子
屋
モ
デ
ル
は
、
引
き
続
き
子
供
向
け
、
大
人

向
け
に
偉
人
伝
を
語
り
伝
え
て
参
り
ま
す
。
同

時
に
、
小
中
一
貫
校
「
志
明
館
」
の
開
設
を
加

速
し
ま
す
の
で
、
変
ら
ぬ
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

成
熟
し
た
国

　

昨
年
最
大
の
出
来
事
は
何
と
言
っ
て
も
平
成

か
ら
令
和
へ
の
御
代
替
わ
り
で
し
た
。
神
話
に

始
ま
る
長
い
伝
統
に
基
づ
く
儀
式
と
歴
代
天
皇

の
ご
精
神
を
継
承
な
さ
る
新
天
皇
皇
后
両
陛
下

の
お
姿
に
、
多
く
の
国
民
は
日
本
の
国
柄
を
実

感
し
、
諸
外
国
か
ら
も
賞
賛
の
集
ま
る
一
年
で

し
た
。

　

そ
し
て
本
年
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
を
生

み
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
ラ
グ
ビ
ー
を
始
め
と
し
て

世
界
の
舞
台
で
日
本
の
若
者
が
輝
き
ま
し
た
。

し
か
も
競
技
の
強
さ
の
み
な
ら
ず
、
試
合
後
の

清
掃
や
相
手
チ
ー
ム
へ
の
敬
意
な
ど
、
観
客
の

マ
ナ
ー
も
海
外
か
ら
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

先
の
大
戦
の
敗
北
か
ら
や
が
て
七
十
五
年
、

わ
が
民
族
は
確
か
に
成
熟
期
を
迎
え
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。「
日
本
ら
し
さ
」
は
世
界
の
人
々

か
ら
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
自
然
災
害
の
頻
発
は
将
来
へ
の
大
き

な
不
安
材
料
で
す
。
予
測
不
能
な
風
雨
や
地
震

が
激
甚
化
し
、
度
々
自
衛
隊
員
の
献
身
的
な
活

動
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
そ
の
自
衛
隊
の
本
来

の
任
務
で
あ
る
国
防
に
つ
い
て
は
、
自
然
災
害

以
上
の
確
率
で
周
辺
有
事
が
危
惧
さ
れ
る
状
況

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
へ
の
自
衛
隊
明
示
に

見
通
し
す
ら
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
政
治
家
の
怠

慢
は
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
重
要
案
件
は
一
向

に
前
へ
進
み
ま
せ
ん
。

　

大
学
入
試
の
改
革
に
し
て
も
、
実
用
的
な
英

語
導
入
や
、
国
語
や
算
数
の
論
理
的
思
考
を
促

す
た
め
に
記
述
式
入
試
は
待
っ
た
な
し
の
筈
な

の
に
、
枝
葉
末
節
の
国
会
論
議
で
改
革
の
ス

ピ
ー
ド
は
減
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
学
力
の

国
際
比
較
で
日
本
の
高
校
生
の
読
解
力
が
急
落

し
た
事
も
宜む
べ

な
る
か
な
で
し
ょ
う
。

　
「
成
熟
し
た
日
本
」
は
不
断
の
研
鑽
と
再
生

努
力
抜
き
に
、
そ
の
価
値
を
持
続
す
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
。
我
が
国
の
未
来
を
誰
に
託
せ
ば

良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

偉
人
伝
を
甦
ら
せ
る

　

十
月
に
奈
良
・
大
阪
へ
『
古
事
記
』、『
日
本

書
紀
』
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
る
旅
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
先
に
神
話
の
神
々
が
祀
ら
れ
る
鹿
児

島
・
宮
崎
の
神
社
を
歴
訪
し
ま
し
た
が
、
そ
の

第
二
弾
で
す
。

　

仁
徳
天
皇
陵
に
始
ま
り
、
橿
原
神
宮
や
大
神

神
社
、
倭
建
命
白
鳥
陵
な
ど
を
巡
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
で
『
古
事
記
』
の
該
当
箇
所
を
声
を
揃

え
て
読
み
上
げ
ま
し
た
。
四
頁
、
五
頁
に
詳
述

し
ま
す
が
、
大
和
言
葉
の
響
き
が
千
年
以
上
の

時
空
を
超
え
て
そ
の
土
地
に
甦
っ
て
く
る
感
覚

を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
供

た
ち
の
修
学
旅
行
は
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
限
る

と
、「
志
明
館
」
の
開
設
に
思
い
を
馳
せ
た
次

第
で
す
。

　

一
方
で
日
本
人
の
歴
史
離
れ
は
今
も
確
か
に

進
行
中
で
す
。
忠
臣
蔵
の
四
十
七
士
を
大
学
生

が
全
く
知
ら
な
い
こ
と
に
、
こ
の
頃
で
は
驚
か

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
先
日
高
校
の
同
窓
会
で

四
十
代
の
後
輩
た
ち
ま
で
堀
部
安
兵
衛
の
名
前

に
首
を
か
し
げ
る
の
に
は
が
っ
か
り
し
ま
し

た
。

　

つ
い
先
日
大
阪
出
張
の
合
間
に
楠
木
正
成
ゆ

か
り
の
地
を
訪
ね
た
の
で
す
が
、
正
成
の
活
躍

の
舞
台
で
あ
っ
た
赤
阪
城
跡
に
は
千
早
赤
阪
村

立
中
学
校
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
職
員
室
に

残
っ
て
い
た
教
諭
に
お
願
い
し
て
学
校
の
裏
門

を
開
け
て
頂
き
史
跡
に
立
つ
こ
と
が
出
来
た
の

で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
身
近
に
あ
る
郷
土
の
偉
人

に
つ
い
て
、
学
校
で
全
く
教
え
て
い
な
い
と
聞

い
て
失
望
し
ま
し
た
。

　

偉
人
伝
の
復
活
は
四
半
世
紀
前
に
海
外
勤
務

か
ら
戻
っ
て
教
育
再
生
を
志
し
た
私
の
思
い
の

原
点
で
す
。
今
年
も
「
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋
」

で
、
一
人
で
も
多
く
の
子
供
に
、
そ
し
て
そ
の

親
た
ち
に
偉
人
の
魅
力
を
伝
え
て
参
り
ま
す
。

「
志
明
館
」
へ
の
期
待

　

少
子
化
が
進
む
中
で
教
育
の
意
義
は
益
々
高

ま
り
ま
す
。未
来
を
託
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、

結
局
こ
れ
か
ら
育
ち
ゆ
く
子
供
た
ち
な
の
だ
か

ら
、
一
年
で
も
早
く
「
志
明
館
」
を
誕
生
さ
せ

た
い
と
の
思
い
は
募
り
ま
す
。

　

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
（
本
誌
前
号
参
照
）
に
参
加

し
た
子
の
親
御
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
話
で
す
が
、

大
嘗
祭
を
伝
え
る
テ
レ
ビ
で
「
天
照
大
神
」
と

聞
い
た
時
「
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
習
っ
た
」
と

反
応
し
た
そ
う
で
す
。「
今
ど
き
の
子
供
た
ち
」

に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な
く
「
何
を
与
え
る

か
」
の
見
識
を
持
た
な
い
大
人
の
側
に
問
題
あ

り
、
と
の
持
論
を
こ
こ
で
も
実
証
し
て
く
れ
ま

し
た
。
神
話
を
小
学
校
に
甦
ら
せ
る
こ
と
が
、

教
育
再
生
の
突
破
口
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

巻頭言

神
話
よ
甦
れ

代
表
世
話
役  

山
口 

秀
範
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