
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
。
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れ
こ
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7  

ミ
ャ
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と
日
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守
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昨
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事
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信
長
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秀
吉
と
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石
見
の
国
（
島
根
）
の
高
角
山
の
山
間
か
ら
、

恋
し
く
て
私
が
振
る
袖
を
、
妻
は
見
た
で
あ
ろ
う
か
。

※

詳
し
い
解
説
は
12
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ

高津川歌碑／益田市高津 高津川沿い

高角橋

石
見
の
や
　
高
角
山
の
木
の
際
よ
り
　

我
が
振
る
袖
を
　
妹
見
つ
ら
む
か

い
わ

た
か
つ
の
や
ま

み

ま

い
も

や
ま
あ
い
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も
大
好
き
だ
っ
た
。
五
年
生
の
時
に
読
ん
だ
高

校
生
の
姉
の
現
代
国
語
教
科
書
に
あ
っ
た
ロ
ブ

ノ
ー
ル
探
検
記
な
ど
未
だ
に
一
場
面
が
あ
り
あ

り
と
心
に
浮
か
ぶ
ほ
ど
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

も
大
好
き
だ
っ
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
例
外
な

く
（
外
れ
と
い
う
も
の
が
な
く
）
面
白
く
て
熱

中
し
た
の
は
、
秀
吉
や
正
成
な
ど
の
実
在
の
人

物
の
物
語
、
即
ち
偉
人
伝
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
教
師
に
な
り
図
書
館
に

行
っ
て
み
れ
ば
、
心
躍
ら
せ
、
涙
を
流
す
よ
う

な
伝
記
の
棚
は
、
貧
弱
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
目

に
つ
く
の
は
、
一
見
子
供
が
面
白
が
り
そ
う
な

―
私
に
言
わ
せ
れ
ば
子
供
に
阿お

も
ね

る
よ
う
な
―
本

ば
か
り
だ
っ
た
。ど
の
学
校
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

多
く
の
人
々
か
ら
人
生
の
師
父
と
仰
が
れ
る

安
岡
正
篤
師
の
文
章
が
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。

―
「
我
々
の
人
格
が
真
に

確
立
し
、
惑
う
こ
と
が
無
く
な
る
に
は
、
独
力

で
は
為
し
得
ら
れ
な
い
。
我
々
は
常
に
権
威
あ

る
人
格
、
品
性
、
気
魄
、
才
能
に
接
触
し
、
誘ゆ
う

掖え
き

さ
れ
、
陶
冶
さ
れ
て
始
め
て
漸
く
自
己
を
充

実
・
洗
練
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
っ
て
、
此
の
厳
粛
な
事
理
を
閑
却
・
蔑
視
す

る
者
は
、
必
ず
人
生
に
退
転
・
顚
倒
す
る
。
師

友
（
偉
人
）
を
求
め
る
心
は
、
我
々
の
魂
に
最

も
根
本
的
な
要
求
で
あ
る
。」
偉
人
伝
の
必
要

姓
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
必
要
は
無

い
と
思
う
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
諸
施
策
に
起
因
す
る
世
相
は
、
子

供
達
の
魂
の
最
も
根
本
的
な
要
求
を
未
だ
に
無

惨
に
も
無
視
し
続
け
て
い
る
。
日
本
の
子
供
の

不
登
校
、
大
人
を
含
め
て
の
自
殺
の
多
さ
は
、

実
に
こ
の
事
が
根
本
的
原
因
と
、
私
は
考
え
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
、
敗
戦
に
よ
る
死
者
、
あ

る
い
は
魂
の
さ
ま
よ
え
る
者
は
、
七
十
五
年

経
っ
た
今
も
尚
、
続
い
て
い
る
、
私
に
は
そ
う

思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
が
一
番
直
近
で
話
し
た
偉
人
は
、
伊
能
忠

敬
で
あ
る
。
わ
ず
か
五
、六
歳
の
園
児
達
に
、

ど
う
や
っ
た
ら
三
十
分
間
も
聞
い
て
貰
え
る
だ

ろ
う
。
科
学
的
な
事
柄
を
ど
こ
ま
で
話
せ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
。
悩
み
は
次
々
に
あ
っ
た
。
自
分

で
内
容
や
言
葉
を
選
び
抜
い
て
、
今
ま
で
で
一

番
練
習
を
繰
り
返
し
た
。
寺
子
屋
モ
デ
ル
で
の

リ
ハ
ー
サ
ル
後
も
、
更
に
言
葉
を
絞
っ
て
練
習

を
重
ね
た
。
結
果
は
、
自
分
で
納
得
で
き
る
も

の
だ
っ
た
。

　

担
任
と
し
て
、
小
・
中
学
校
で
や
る
べ
き
だ
、

改
め
て
強
く
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

退
職
し
て
十
年
近
く
経
っ
た
。
在
職
中
ご
縁

を
頂
い
て
、
玖く

珠す

か
ら
軽
ト
ラ
で
石
村
萬
盛
堂

を
捜
し
、
キ
ャ
ナ
ル
シ
テ
ィ
辺
り
を
ウ
ロ
ウ
ロ

し
た
挙
句
、
漸
く
辿
り
着
い
て
小
柳
陽
太
郎
先

生
・
山
口
秀
範
社
長
に
初
め
て
お
会
い
で
き
た

感
激
は
、
今
も
胸
に
大
事
に
し
ま
っ
て
い
る
。

以
来
、
お
二
人
（
途
中
か
ら
小
柳
左
門
先
生
も

時
に
加
わ
っ
て
）
の
教
え
を
受
け
て
い
る
者
と

し
て
、
偉
人
伝
講
師
に
な
る
の
は
、
自
然
の
流

れ
だ
っ
た
。

　

実
は
私
は
、
小
学
校
教
師
と
し
て
若
い
頃
か

ら
国
語
と
道
徳
の
教
材
に
大
い
に
不
満
が
あ
っ

た
。
不
満
を
持
ち
な
が
ら
も
生
来
の
怠
惰
で
素

晴
ら
し
い
教
材
を
準
備
す
る
こ
と
は
、
し
な

か
っ
た
。
た
だ
、
自
分
の
子
供
時
代
の
体
験
か

ら
、
偉
人
の
教
材
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
に
い
い
だ

ろ
う
と
思
い
続
け
た
だ
け
だ
っ
た
。
分
か
っ
て

い
た
の
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
怠
惰
の
せ
い
ば

か
り
で
な
く
、
教
師
は
教
科
書
（
の
教
材
）
で

教
え
る
義
務
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。し
か
し
、

今
偉
人
伝
講
師
と
し
て
園
児
達
に
話
す
経
験
を

重
ね
る
う
ち
に
、「
こ
れ
を
担
任
と
し
て
小
学

生
や
中
学
生
に
話
せ
た
ら
、
ど
ん
な
に
良
か
っ

た
だ
ろ
う
。」
と
い
う
思
い
は
強
ま
る
ば
か
り

で
あ
る
。

　

私
自
身
、
小
学
生
の
時
は
無
類
の
本
好
き

だ
っ
た
。
三
国
志
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
名
作
）

　
新
年
の
ご
挨
拶

　

思
い
も
か
け
な
い
新
年
を
、
そ
れ
で
も
皆
様

元
気
に
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

令
和
初
め
て
の
正
月
を
華
や
か
な
気
分
で

祝
っ
た
昨
年
と
は
様
変
わ
り
、
疫
病
終
息
の
道

筋
が
見
え
な
い
ま
ま
新
し
い
年
に
す
べ
て
の
好

転
を
期
し
つ
つ
の
越
年
で
す
。

　

日
頃
よ
り
の
ご
理
解
ご
支
援
に
御
礼
申
し
上

げ
、
皆
様
方
の
一
層
の
ご
健
勝
と
ご
隆
盛
を
心

か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
干
支
七
廻
り
目
　

　

私
事
に
亘
り
ま
す
が
、
昨
年
の
子
年
は
六
回

目
の
年
男
に
当
た
り
ま
し
た
。
我
が
人
生
を
振

り
返
る
と
、
二
廻
り
し
た
子
年
に
新
入
社
員
、

そ
れ
か
ら
二
廻
り
し
在
職
二
十
四
年
で
退
職
、

更
に
今
日
ま
で
二
廻
り
が
過
ぎ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
①
社
会
人
に
な
る
ま
で
の
「
す

ね
か
じ
り
」
期
間
と
、
②
社
業
中
心
で
奮
闘
し

た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
、③
そ
の
後
今
日
ま
で
、

を
三
分
の
一
ず
つ
過
ご
し
て
来
て
、
④
こ
れ
か

ら
の
時
間
を
「
総
仕
上
げ
」、
と
位
置
づ
け
て

お
り
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
大
病
な
く
健
康
に
過
ご
せ
た
こ
と

を
両
親
と
ご
先
祖
様
、
勝
手
気
ま
ま
な
生
き
方

を
許
し
て
く
れ
る
家
族
、
そ
し
て
ご
縁
あ
っ
て

励
ま
し
を
寄
せ
て
下
さ
る
多
く
の
方
々
に
深
く

感
謝
し
な
が
ら
走
り
続
け
て
参
り
ま
す
。

　
国
家
的
事
象

　

株
式
会
社
寺
子
屋
モ
デ
ル
は
平
成
十
七
年
二

月
八
日
に
設
立
さ
れ
、
以
来
十
六
年
を
経
過
し

ま
す
。
こ
の
間
に
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
る
国

家
的
事
象
を
少
な
く
と
も
三
つ
経
験
し
ま
し

た
。
先
ず
慶
事
で
、
平
成
か
ら
令
和
へ
の
改
元

で
す
。『
万
葉
集
』
に
、

　

�

御み

民た
み

吾　

生
け
る
験し
る
し

あ
り　

天あ
め

地つ
ち

の　

栄
ゆ

る
時
に　

あ
へ
ら
く
思
へ
ば
（
天
地
の
栄
え
る

こ
の
御
代
に
民
と
生
ま
れ
た
私
は
、
生
き
て
い
る
甲

斐
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
）

と
、
聖
武
天
皇
の
御
代
を
讃
え
る
庶
民
の
歌
が

あ
り
ま
す
が
、
二
百
二
年
ぶ
り
の
御
譲
位
に
よ

る
ご
即
位
と
、
そ
れ
に
続
く
宮
中
祭
祀
を
、
国

民
の
一
人
と
し
て
奉
祝
出
来
た
こ
と
は
何
よ
り

の
喜
び
で
し
た
。

　

後
の
二
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
未
曽
有
の
災

禍

―
東
日
本
大
震
災
と
現
在
も
進
行
中
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
蔓
延
で
す
。
し

か
も
自
然
災
害
は
頻
発
し
、
加
え
て
近
隣
諸
国

か
ら
の
敵
対
行
為
の
日
常
化
は
正
に
深
刻
な
国

難
と
認
識
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

長
い
我
が
国
の
歴
史
を
繙ひ
も
と

く
と
、
輝
か
し
い

栄
光
・
繁
栄
の
一
方
で
、
様
々
な
災
害
へ
の
遭

遇
と
そ
の
克
服
の
連
続
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
ら
を
振
り
返
り
つ
つ
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
艱
難
に
立
ち
向
か
う
力
を
得
て
行
き
た
い
と

切
望
し
ま
す
。

　

左
に
ご
紹
介
す
る
俊し
ゅ
ん

乗じ
ょ
う

房ぼ
う

重ち
ょ
う

源げ
ん

も
難
局
打
開

に
尽
く
し
た
一
人
で
す
が
、
私
自
身
最
近
ま
で

名
前
も
知
ら
な
か
っ
た
偉
人
で
す
。

　
天
命
の
人

　

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）、
平
重
衡
は
四
万

余
騎
で
、
反
平
家
の
僧
兵
が
集
ま
る
興
福
寺
を

攻
め
、
隣
接
す
る
東
大
寺
の
大
仏
殿
を
始
め
多

く
の
伽
藍
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

の
翌
年
は
「
養
和
の
大
飢
饉
」、
五
年
後
に
は

阪
神
淡
路
大
震
災
を
超
え
る
規
模
の
地
震
が
京

都
を
襲
い
、
人
々
の
恐
怖
と
絶
望
は
頂
点
に
達

し
て
い
ま
し
た
。

　

鎮
護
国
家
を
願
っ
て
四
百
年
前
に
創
建
さ
れ

た
東
大
寺
が
焼
け
、
大
仏
の
首
も
手
も
折
れ
曲

が
る
と
い
う
惨
状
を
何
と
か
せ
ね
ば
と
、
後
白

河
法
皇
以
下
速
や
か
な
対
応
を
迫
ら
れ
ま
し

た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
「
支し
た
く度
第
一
の
俊

乗
房
」
と
呼
ば
れ
て
建
築
・
普
請
の
根
回
し
、

計
画
か
ら
危
機
管
理
ま
で
を
周
到
に
進
め
る
と

定
評
を
得
て
い
た
俊
乗
房
重
源
で
し
た
。

　
「
東
大
寺
再
興
の
大
勧
進
」
の
法
皇
宣
旨
を

受
け
た
六
十
一
歳
の
重
源
は
、「
過
ぎ
去
っ
た

己
の
人
生
の
す
べ
て
は
、
た
だ
こ
の
時
、
こ
の

試
練
の
た
め
の
準
備
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う

気
が
し
て
い
ま
す
」と
語
っ
た
そ
う
で
す
。（『
天

命
の
人
』
古
賀
武
陽
著
を
参
照
）
三
度
宋
に

渡
っ
て
得
た
新
知
識
と
そ
の
後
の
実
績
を
踏
ま

え
て
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
余
、
大
仏
修
復
か
ら

大
仏
殿
再
建
、
南
大
門
仁
王
像
開
眼
供
養
ま
で

陣
頭
指
揮
を
続
け
ま
し
た
。

　

寺
子
屋
モ
デ
ル
の
使
命

　

八
十
六
歳
と
い
う
当
時
で
は
驚
異
的
な
長
寿

を
、
寺
院
、
仏
像
の
造
営
と
溜
池
や
橋
の
補
修

な
ど
社
会
事
業
に
献
身
し
た
の
が
俊
乗
房
重
源

で
す
。
重
源
に
励
ま
さ
れ
つ
つ
、
寺
子
屋
モ
デ

ル
は
偉
人
伝
を
次
世
代
に
伝
え
る
と
い
う
使
命

を
こ
れ
か
ら
も
果
た
し
て
参
り
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

（
情
報
通
信
技
術
）
の
進
展
が
加
速
す
る
世
界

で
将
来
も
日
本
が
日
本
ら
し
く
あ
り
続
け
る
に

は
、
偉
人
た
ち
に
肖あ
や
か

っ
て
生
き
る
日
本
人
の
育

成
が
急
務
だ
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
既
刊
『
日
本
の
偉
人
一
〇
〇

人
』（
上
下
巻
）
の
続
篇
、『
日
本
の
偉
人

一
〇
〇
＋
五
〇
人
』（
仮
称
）
を
上
梓
す
べ
く

準
備
に
取
り
か
か
り
ま
す
。
偉
人
伝
を
語
れ
る

「
寺
子
屋
の
先
生
」
を
養
成
す
る
講
座
も
ウ
ィ
ル

ス
蔓
延
状
況
を
睨
み
な
が
ら
再
開
時
期
を
模
索

し
ま
す
。
そ
し
て
偉
人
伝
・
素
読
暗
唱
・
礼
儀

作
法
を
徳
育
の
中
心
に
据
え
る
小
中
一
貫
校「
志

明
館
」
の
開
校
地
を
今
年
こ
そ
確
定
さ
せ
ま
す
。

　

寺
子
屋
モ
デ
ル
は
法
人
・
個
人
合
わ
せ
て

四
〇
〇
名
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
事
業
継
続
し

て
お
り
ま
す
。
同
封
の
「
寺
子
屋
応
援
団
へ
の

お
誘
い
」
に
て
ご
支
援
の
輪
を
広
げ
て
下
さ
る

こ
と
を
切
に
お
願
い
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

執
筆
者
紹
介
■
猪
部 

敬
彦
（
し
し
べ　
た
か
ひ
こ
）

　
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
国
東
市
生
ま
れ
。
昭
和
四
十
九
年
大

分
大
学
教
育
学
部
卒
業
後
、
大
分
県
内
の
公
立
小
学
校
に
勤
務

し
、
平
成
二
十
四
年
三
月
、
玖
珠
町
立
塚
脇
小
学
校
校
長
を
最

後
に
退
職
。
国
東
市
に
在
住
し
、
野
菜
作
り
の
か
た
わ
ら
福
岡

県
、
熊
本
県
の
幼
稚
園
、
保
育
園
で
偉
人
伝
を
語
っ
て
い
る
。

猪部　敬彦

巻頭言

謹
賀
新
年

代
表
世
話
役  

山
口 

秀
範

「
社
中
」だ
よ
り

第
九
期
「
寺
子
屋
の
先
生
」
養
成
講
座　
認
定
講
師
　
猪
部 

敬
彦

― 

偉
人
伝
講
師
と
な
っ
て
思
う
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