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「
神
宿
る
島
」
―

沖
ノ
島
は
島
そ
の
も
の
が
信
仰
の
対
象
と
し
て

今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

遥
か
な
昔
よ
り
大
陸
と
の
交
流
の
舞
台
と
な
っ
て
き
た

九
州
北
部
と
朝
鮮
半
島
と
を
結
ぶ
玄げ

ん

界か
い

灘な
だ

。

人
々
は
そ
の
波
間
に
蒼そ

う

然ぜ
ん

と
現
れ
る
沖
ノ
島
の
姿
に

神
の
存
在
を
見
出
し
航
海
の
安
全
を
願
い
ま
し
た
。

四
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
島
で
行
わ
れ
た
祭さ

い

祀し

の
場
は

神
に
祈
り
を
捧
げ
た
ま
ま
の
姿
で
現
代
に
残
さ
れ

古
代
祭
祀
の
記
録
の「
宝
庫
」と
な
り
ま
し
た
。

プ
ロ
ロ
ー
グ

04



田た
ご
り
ひ
め
の
か
み

心
姫
神
、湍た

ぎ
つ
ひ
め
の
か
み

津
姫
神
、市い

ち
き
し
ま
ひ
め
の
か
み

杵
島
姫
神
の
宗
像
三
女
神
を

沖
ノ
島
の
沖お

き

津つ

宮み
や

、大
島
の
中な

か

津つ

宮み
や

、

九
州
本
土
の
辺へ

津つ

宮み
や

に
ま
つ
る
宗
像
大
社
。

厳
格
な
禁
忌
な
ど
で
渡
島
で
き
な
い
沖
ノ
島
を
拝
む
た
め

大
島
の
北
岸
に
設
け
ら
れ
た
沖
津
宮
遙よ

う
は
い
し
ょ

拝
所
。

沖
ノ
島
に
宿
る
神
へ
の
信
仰
か
ら
宗
像
三
女
神
信
仰
を
育
ん
だ

古
代
豪
族
宗
像
氏
が
眠
る
新し

ん

原ば
る
・
奴ぬ

山や
ま

古
墳
群
。

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
宗
像
地
域
の
宝
は

二
〇
一
七
年
七
月

「
神
宿
る
島
」宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
と
し
て

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ

世
界
の
宝
と
な
り
ま
し
た
。
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「神宿る島」宗像ɾԭϊ島ͱؔ ࿈Ҩ܈࢈

ʕ ਤʕؔ࢈ࢿߏ

˞̍ɿ宗像大社歴史తに「宗像神社」「宗像宮」「宗像社」なͲとද記されて͖ま͠たが、
世ք遺࢈と͠て1977年からਖ਼式に࠾用され、現在一ൠに௨用͠ている「宗像大社」
のݺশを用いていますɻ

˞̎ɿ「沖津宮ʗ中津宮ʗ辺津宮」の「宮」、一ൠに「み」とも「͙͏」ともݺれますが、
世ք遺࢈と͠て『古事記』『日本書紀』Ҏདྷの「み」を用いていますɻ

˞̏ɿ「ང（ᴴ）」のࣈମについて、大島にあるݻ༗のߏ໊࢈ࢿに「ᴴ」を、ͦれҎ֎で
「ང」を用いていますɻ

˞̐ɿ古のϜφカλ「ݞڳ」「ܗڳ」「ํڳ」「宗ܗ」「宗ํ」なͲ༷ʑなද記があΓますが、
Ҿ用をআいて「宗像」で౷一͠ていますɻ

̐世紀から̕ 世紀までの古祭
㆕ㆂ

祀
㆗

遺跡がकΓ͑られて͖た「神॓
る島」を中֩と͠ 、ా

㆟㆔㇊ㆲ㇁ㆮㆉㆿ

৺ඣ神をま
つる宗像大社三宮の一つɻ

沖ノ島とڞ௨する古祭祀遺跡を
と͠ݯى 、भ本土でࢢ

ㆂㆡㆌ㆗ㆾㆲ㇁ㆮㆉㆿ

٩島ඣ神
をまつる宗像大社三宮の一つɻ

沖ノ島とڞ௨する古祭祀遺跡を
と͠ݯى 、大島でᕗ

㆟ㆍㆤㆲ㇁ㆮㆉㆿ

津ඣ神をまつる
宗像大社三宮の一つɻ

大島の؛に位ஔ͠、沖ノ
島をང拝するੜ͖た౷を
 る͑৴ڼのɻ

宗
㇀ㆪ

像
ㆉ㆟

大
㆟ㆂ

社
㆗㇃

ԭ
ㆈㆌ
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宮
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˞�ɾ�

ʢԭ
ㆈㆌ

ϊ
ㆮ

島
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、খ
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島
㆘ㆾ

ޚ、
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ப
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、ఱ
ㆦ㇓

ۡ


ؠ
ㆂ㇏

ʣ

৽
㆗㇓

ݪ
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ɾౕ
ㆬ

ࢁ
㇄ ㆾ

ݹ
㆓


ㆵ ㇓

܈
 ㇓

宗
㇀ㆪ

像
ㆉ㆟

大
㆟ㆂ

社
㆗㇃

ԭ
ㆈㆌ


ㆤ

宮
ㆿ㇄

ᴴ
㇈ㆄ

拝
ㆯㆂ

ॴ
㆗㇇

宗
㇀ ㆪ

像
ㆉ ㆟

大
㆟ ㆂ

社
㆗ ㇃

ล
ㆸ


ㆤ

宮
ㆿ㇄

宗
㇀ㆪ

像
ㆉ㆟

大
㆟ㆂ

社
㆗㇃

த
ㆪㆉ


ㆤ

宮
ㆿ㇄

宗
像
ࡾ
ঁ
ਆ

ࡇ


ངㅣ
̏

拝

沖ノ島で祭祀をߦい、「神॓
る島」への৴ڼの౷をҭΜ
ͩ古߽宗像˞�氏のଘ在
をޠる墳ุɻ

ຊॻのຌྫ
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概
要

九
州
北
西
岸
か
ら
60
㎞
に
位
置
す
る
沖
ノ
島
は
、

古
代
祭
祀
遺
跡
の
類
い
稀ま
れ

な
記
録
の
宝
庫
で
あ
り
、

日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
お
よ
び
ア
ジ
ア
大
陸
の
諸

国
間
の
交
流
が
活
発
だ
っ
た
時
期
の
祭
祀
、
す
な

わ
ち
、
４
世
紀
に
起
こ
り
９
世
紀
末
ま
で
執
り
行

わ
れ
た
航
海
安
全
に
関
わ
る
古
代
祭
祀
の
あ
り
方

を
示
す
物
証
で
あ
る
。
宗
像
大
社
の
一
部
と
な
っ

た
沖
ノ
島
は
、
そ
の
後
も
今
日
に
至
る
ま
で
神
聖

な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

沖
ノ
島
全
体
が
、
そ
の
地
形
学
的
な
特
徴
と
、

豊
富
な
考
古
学
的
堆
積
物
を
有
す
る
祭
祀
遺
跡
、

そ
し
て
原
位
置
を
保
っ
た
ま
ま
の
膨
大
な
数
の
奉

献
品
と
と
も
に
、
こ
の
島
で
５
０
０
年
に
わ
た
っ

て
執
り
行
わ
れ
た
祭
祀
の
あ
り
方
を
如
実
に
示
す

も
の
で
あ
る
。
原
始
林
、
小
屋
島
・
御
門
柱
・
天

狗
岩
と
い
っ
た
付
随
す
る
岩が
ん

礁し
ょ
う、

文
書
に
記
録
さ

れ
た
奉
献
行
為
、
島
に
ま
つ
わ
る
禁
忌
、
九
州
お

よ
び
大
島
か
ら
沖
ノ
島
に
開
け
た
眺
望
、
こ
れ
ら

は
み
な
、
そ
の
後
何
世
紀
も
の
間
に
対
外
交
流
や

信
仰
の
独
自
性
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
祭
祀
の
慣
習

や
意
味
が
変
容
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
ノ
島

へ
の
崇
拝
は
島
の
神
聖
性
を
維
持
し
て
き
た
こ
と

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

宗
像
大
社
は
、
約
60
㎞
に
広
が
る
範
囲
に
位
置

す
る
三
つ
の
異
な
る
信
仰
の
場
、
沖
ノ
島
の
沖
津

宮
、
大
島
の
中
津
宮
、
九
州
本
島
の
辺
津
宮
か
ら

構
成
さ
れ
る
神
社
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
古
代
祭
祀

遺
跡
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
生
き
た
信
仰
の
場
で
あ

る
。
宗
像
三
女
神
に
対
す
る
崇
拝
の
形
態
は
、
主

に
社
殿
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
る
祭
祀
に
お
い
て

世
界
遺
産
と
し
て
の
価
値
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今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
、
宗
像
地
域
の
人
々
に
よ

っ
て
守
ら
れ
て
き
た
。
大
島
の
北
岸
に
建
て
ら
れ

た
沖
津
宮
遙
拝
所
は
、「
神
宿
る
島
」を
遠
く
か
ら

拝
む
た
め
の
信
仰
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

沖
ノ
島
へ
と
続
く
海
を
見
渡
す
台
地
上
に
位
置
す

る
新
原
・
奴
山
古
墳
群
は
大
小
の
墳
丘
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
、
沖
ノ
島
を
崇
め
る
伝
統
を
育
ん
だ
宗

像
氏
の
人
々
の
存
在
を
証
明
す
る
。

評ㅢ
̍

価
基
準
ⅱ

「
神
宿
る
島
」沖
ノ
島
は
、航
海
安
全
の
た
め
の

祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
た
島
で
捧
げ
ら
れ
た
、
多
様

な
来
歴
を
も
つ
豊
富
な
出
土
品
に
よ
っ
て
、
４
世

紀
か
ら
９
世
紀
の
間
の
東
ア
ジ
ア
の
国
家
間
の
重

要
な
交
流
を
示
し
て
い
る
。
奉
献
品
の
配
置
や
祭

場
構
成
の
変
化
は
祭
祀
の
変
遷
を
証
明
し
、
そ
れ

は
ま
た
、
ア
ジ
ア
大
陸
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
列
島

を
拠
点
と
す
る
国
々
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感

覚
を
発
達
さ
せ
た
時
期
に
起
こ
り
、
日
本
文
化
の

形
成
に
本
質
的
に
貢
献
し
た
活
発
な
交
流
の
過
程

の
性
格
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

評ㅢ
̎

価
基
準
ⅲ

「
神
宿
る
島
」沖
ノ
島
は
、古
代
か
ら
現
在
ま
で

発
展
し
、
継
承
さ
れ
て
き
た
神
聖
な
島
を
崇
拝
す

る
文
化
的
伝
統
の
類
い
稀
な
例
で
あ
る
。
注
目
す

べ
き
こ
と
に
、
沖
ノ
島
に
保
存
さ
れ
て
き
た
考
古

学
的
遺
跡
は
ほ
ぼ
無
傷
で
あ
り
、
そ
こ
で
執
り
行

わ
れ
た
祭
祀
が
４
世
紀
後
半
か
ら
９
世
紀
末
に
か

け
て
の
５
０
０
有
余
年
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

か
に
つ
い
て
時
系
列
的
な
記
録
を
残
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
で
は
、
大
量
の
貴
重

な
奉
献
品
が
島
の
様
々
な
場
所
に
納
め
ら
れ
て
お

り
、
祭
祀
の
変
化
を
証
し
て
い
る
。
沖
ノ
島
で
の

直
接
的
な
奉
献
は
９
世
紀
に
終
わ
っ
た
が
、
島
に

対
す
る
崇
拝
は
、
大
島
や
九
州
本
島
か
ら
沖
ノ
島

へ
と
開
か
れ
た
眺
望
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
る
「
遥

拝
」
と
と
も
に
、
沖
ノ
島
の
沖
津
宮
、
大
島
の
中

津
宮
、
辺
津
宮
と
い
う
宗
像
大
社
の
三
つ
の
異
な

る
信
仰
の
場
に
お
け
る
宗
像
三
女
神
へ
の
崇
拝
と

い
う
形
で
継
続
し
た
。
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「
神
宿
る
島
」

沖
ノ
島

ݹ

ࡇ

ͱ
ର
֎
ަ
ྲྀ
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自
然
崇
拝
と
カ
ミ

古
代
の
日
本
人
は
、
自
然
物
や
自
然
現
象
に

神
秘
的
な
霊
力
（
カ
ミ
）
が
宿
っ
て
い
る
と
考

え
、
畏
敬
の
念
を
抱
き
ま
し
た
。「
カ
ム
ナ
ビ
」

（
神
の
い
る
と
こ
ろ
）
と
言
わ
れ
る
、
均
整
な
笠か

さ

状
の
外
観
を
も
つ
沖
ノ
島
は
、
日
本
列
島
と
朝

鮮
半
島
と
の
間
の
航
海
の
道み

ち

標し
る
べで
も
あ
り
、
古

来
周
辺
の
海
域
を
行
き
来
し
た
宗
像
地
域
の

人
々
が
、
カ
ミ
の
存
在
を
見
出
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

現
代
ま
で
奇
跡
的
に
守
ら
れ
て
き
た
沖
ノ
島

の
祭
祀
遺
跡
で
は
、
４
世
紀
か
ら
９
世
紀
の
約

５
０
０
年
に
わ
た
る
、
自
然
崇
拝
を
基
盤
と
し

た
祭
祀
の
痕
跡
が
確
認
で
き
ま
す
。

島ରഅஆྲྀのӨڹによΓԹஆで、ϏϩΦΦλχϫλϦといͬたѥଳ২
がੜҭ͠、ৗ༿थ高ྛで෴Θれているɻرগなௗྨ২ྨもଟく、
島શମがࠃのఱવ記೦「沖の島ݪ始ྛ」にࢦఆされているɻ
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「沖ノ島ਤ」Ԭࢢതؗଂ
̍̓ 世紀後半～̍ ̔世紀前半頃に第̐Ԭൡओߝాࠇ政によͬ てඳ
かれたɻ࠼৭をࢪされた最も古い沖ノ島のֆਤで、社殿の༷ࢠ島
の手前の岩なͲがݟてとれるɻ

沖
ノ
島
・
小
屋
島
・
御
門
柱
・
天
狗
岩

（
宗
像
大
社
沖
津
宮
）

ߏ

ࢿ
࢈

ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ



九
州
北
部
の
宗

像
地
域
（
本
土
）

か
ら
60
km
離
れ
た

沖
ノ
島
と
、
そ
の

付
随
す
る
岩が

ん

礁し
ょ
う

の
小
屋
島
、
御
門

柱
、
天
狗
岩
か
ら

な
る
信
仰
の
場
を

宗
像
大
社
沖
津
宮

と
言
い
ま
す
。
宗

像
大
社
の
三
宮
の

一
つ
で
、
宗
像
三

女
神
の
う
ち
田
心

姫
神
が
ま
つ
ら
れ

て
い
ま
す
。

沖
ノ
島
は
周
囲
約
４
km
、
面
積
約

68
・
38
ha
、
最
高
所
の
標
高
は

２
４
３
ｍ
で
、
島
そ
の
も
の
が
信
仰

の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
島
の
南

東
約
1
km
に
あ
る
三
つ
の
岩
礁
は
、

沖
津
宮
に
と
っ
て
天
然
の
鳥
居
の
役

割
を
果
た
す
も
の
で
、
今
で
も
沖
ノ

島
に
向
か
う
船
は
、
こ
れ
ら
の
間
を

通
っ
て
行
き
ま
す
。

九
州
北
部
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と
向

か
う
海
域
に
位
置
す
る
沖
ノ
島
で
は
、

４
世
紀
後
半
か
ら
日
本
と
中
国
大
陸
、

朝
鮮
半
島
の
各
古
代
王
朝
と
の
交
流

が
活
発
に
な
る
と
、
航
海
の
安
全
を

願
う
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
見
つ
か
っ
た

22
カ
所
の
祭
祀
遺
跡
は
、
主
に
そ
の

立
地
に
よ
っ
て
４
段
階
に
遷う

つ
り
変
わ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
変
遷
を
示
す
祭
祀
遺
跡

は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
祭
祀
は

大
規
模
な
も
の
で
、
宗
像
地
域
を
支

配
し
た
古
代
豪
族
、
宗
像
氏
だ
け
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
、「
国
家
的
祭

祀
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

調
査
で
は
、
約
８
万
点
も
の
豊
富

で
質
の
高
い
奉
献
品
が
見
つ
か
り
、

全
て
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
外
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

貴
重
な
品
々
も
含
ま
れ
、
沖
ノ
島
は

「
海
の
正
倉
院
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

খౡɺޚபɺఱۡؠʢӈ͔Βʣ
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Πϥετʗཅࢠ

古
代
祭
祀
遺
跡
と
宗
像
大
社
沖
津

宮
の
本
殿
は
、
標
高
80
～
90
ｍ
の
沖

ノ
島
中
腹
に
あ
る
、
巨
岩
が
集
中
し

て
い
る
部
分
に
位
置
し
ま
す
。

カ
ミ
が
宿
る
自
然
物
を
ま
つ
る
こ

と
こ
そ
が
日
本
列
島
の
古
い
祭
祀
の

あ
り
方
で
、
岩
や
木
な
ど
を
対
象
に

し
て
カ
ミ
を
ま
つ
っ
た
聖
域
が
「
神

社
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
海
上
か
ら

は
島
そ
の
も
の
に
カ
ミ
が
宿
る
と
考

え
ら
れ
、
島
内
で
は
巨
岩
を
カ
ミ
の

宿
る
対
象
と
し
て
ま
つ
り
が
行
わ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
三み

輪わ

山や
ま
を
ご
神
体

と
す
る
奈
良
県
の
大お

お

神み
わ

神じ
ん

社じ
ゃ

な
ど
、

現
在
で
も
本
殿
を
設
け
て
い
な
い
神

社
が
あ
り
ま
す
が
、
沖
ノ
島
の
祭
祀

遺
跡
も
そ
の
よ
う
な
神
社
の
起
源
を

伝
え
る
も
の
で
す
。

沖
ノ
島
の
祭
祀
遺
跡
の
位
置
は
巨

岩
の
上
に
始
ま
り
、
巨
岩
の
陰
、
そ

し
て
露
天
の
平
坦
地
へ
と
移
り
、
そ

れ
に
あ
わ
せ
て
カ
ミ
に
捧
げ
ら
れ
た

奉
献
品
の
種
類
も
変
化
し
て
い
き
ま

す
。
一
方
で
、
鏡
が
祭
祀
に
用
い
ら

れ
続
け
る
こ
と
な
ど
、
当
初
か
ら
変

わ
ら
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

文
献
か
ら
で
は
知
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
古
代
の
祭
祀
の
変
遷
や
各
時

期
の
対
外
交
流
の
あ
り
方
を
今
に
伝

え
る
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
は
、
ま
さ
に

か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。

ڊ
ؠ
群
ʹ

͞
Ε
ͨ
ࡇ

Ҩ
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沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
は
、
海
を
渡
ら

な
け
れ
ば
異
国
と
つ
な
が
る
こ
と
の

な
い
日
本
に
と
っ
て
、
交
流
の
た
め
の

航
海
が
い
か
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ

た
か
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

沖
ノ
島
で
の
古
代
祭
祀
は
、
４
世

紀
後
半
に
、倭わ

（
ヤ
マ
ト
王
権
）
と
朝

鮮
半
島
の
百く

だ
ら済

と
の
交
流
が
活
発
に

な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
始
ま
り
ま
し

た
。
古
代
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
、
中

国
の
諸
王
朝
か
ら
こ
ぞ
っ
て
文
物
を

採
り
入
れ
ま
し
た
が
、
倭
と
朝
鮮
半

島
と
の
間
に
も
様
々
な
レ
ベル
の
交
流

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
に
大
陸

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
や
品
々
は
、

政
治
や
社
会
、
信
仰
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
面
の
発
展
に
貢
献
し
、
日
本
文
化

の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

奉
献
品
に
は
他
に
ほ
と
ん
ど
見
つ

か
っ
て
い
な
い
大
変
貴
重
な
舶
載
品

も
含
ま
れ
て
お
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

通
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
ペル
シ
ア
（
イ

ର֎ަྲྀをޠる奉献品とͦ の༝དྷ

ߤ
ւ
ͷ
҆
શ
ͱ
ަ
ྲྀ
ͷ

ޭ
Λ
ٻ
Ί
ͯ

ラ
ン
）
産
の
ガ
ラ
ス
碗わ
ん

片
な
ど
は
そ
の

代
表
で
す
。
一
方
、
中
国
の
施せ

釉ゆ
う

陶と
う

器き

（
う
わ
ぐ
す
り
で
色
を
つ
け
た
陶

器
）
で
あ
る
唐
三
彩
の
技
術
を
採
り

入
れ
て
、
８
～
９
世
紀
に
日
本
で
作

ら
れ
た
奈
良
三
彩
小こ

壺つ
ぼ

や
、
中
国
に

な
ら
っ
て
日
本
で
発
行
さ
れ
た
古
代

銭
貨
の一つ「
富ふ

寿じ
ゅ

神し
ん

宝ぽ
う

」（
８
１
８
年

に
初
め
て
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

）
は
、日
本
へ
の
文
化

や
技
術
の
流
入
を
物
語
り
ま
す
。

沖
ノ
島
へ
の
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
宗
像
三
女
神
は
、
こ

の
よ
う
な
大
変
重
要
な
航
路
の
守
り

神
と
し
て
、
国
家
か
ら
丁
重
な
待
遇

を
受
け
る
存
在
で
し
た
。
日
本
最
古

の
正
史
『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
海

う
み
の
き
た
の北

道み
ち
の
な
か中」
に
鎮
座
す
る
「
道み
ち
ぬ
し
の
む
ち

主
貴
」、つ

ま
り
九
州
北
部
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と

向
か
う
海
の
道
を
守
る
高
貴
な
神
と

し
て
、
国
家
（
歴
代
の
天
皇
）
を
助

け
、
国
家
か
ら
祭
祀
を
受
け
る
よ
う

に
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

15 ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ



４
世
紀
後
半
、
沖
ノ
島
で
も
最
も

古
い
段
階
に
属
す
る
祭
祀
遺
跡
の
一

つ
で
あ
る
17
号
遺
跡
で
は
、
巨
岩
の

上
の
岩
の
隙
間
に
21
面
も
の
銅
鏡
が

整
然
と
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
鏡
の
多
さ
は
、
祭
祀
へ
の
ヤ
マ
ト

王
権
の
関
与
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

鏡
は
全
て
鏡
面
を
上
に
向
け
て
重
ね

ら
れ
、
そ
の
上
に
石
が
載
せ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
鏡
は
弥
生
時
代
に
中
国

か
ら
伝
わ
っ
て
以
来
、
日
本
列
島
で

祭
祀
用
品
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た

も
の
で
す
。

そ
の
他
に
見
つ
か
っ
た
鉄
剣
な
ど

の
武
具
や
勾
玉
な
ど
の
玉
類
と
い
っ

た
品
々
は
、
当
時
の
古
墳
に
副
葬
さ

れ
た
品
々
と
共
通
し
ま
す
。
鏡
・

剣
・
玉
の
組
み
合
わ
せ
は
日
本
神
話

に
登
場
す
る
「
三
種
の
神
器
」
と
一

致
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
後
世
ま
で

長
く
祭
祀
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
す
。

鼉
ㆠ

ཽ
㇊㇅ㆄ

（23�7DNܘ）ڸ

17号遺跡（ԣから）

17号遺跡ɻ21໘ものڸを上͖にॏͶ、岩のؒにೲΊたঢ়گが確ೝされたɻ

ํ
ㆻㆄ

֨
ㆉㆎ

規
ㆌ

ۣ
ㆎ

（27�1DNܘ）ڸ

岩
上
祭
祀
遺
跡
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５
世
紀
代
の
21
号
遺
跡
で
は
、
巨

岩
の
上
の
大
き
な
石
を
、
小
さ
な
石

で
四
角
形
に
囲
っ
た
祭
壇
が
検
出
さ

れ
ま
し
た
。
巨
岩
の
上
の
小
さ
な
く

ぼ
み
か
ら
は
滑か

っ

石せ
き

製
の
臼う
す

玉だ
ま

が
発
見

さ
れ
て
い
て
、
臼
玉
の
穴
に
紐ひ

も
に
通

し
て
木
の
枝
に
か
け
、
そ
の
枝
を
大

き
な
石
に
立
て
か
け
て
祭
祀
を
行
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

鉄て
っ

鋌て
い
（
鉄
の
素
材
）
の
存
在
か
ら
は
、

ヤ
マ
ト
王
権
が
朝
鮮
半
島
か
ら
入
手

し
て
い
た
貴
重
な
鉄
素
材
を
カ
ミ
に

捧
げ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

な
お
、
21
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

銅
鏡
と
同
型
の
鏡
が
宗
像
地
域
の
首

長
の
墓
（
福
津
市
勝か

つ

浦う
ら

峯み
ね

ノの

畑は
た

古

墳
）
か
ら
も
出
土
し
て
い
て
、
沖
ノ

島
の
祭
祀
に
宗
像
氏
が
関
与
し
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

̎̍ 号遺跡ɻ中ԝの大石を
石でғΜͩ祭ஃをௐࠪ࣌
に෮͠ݩたঢ়گɻ

千
数
百
年
の
時
を
超
え
て
現
れ
た

古
代
祭
祀
の
様
子

��߸Ҩग़ঢ়࣮گଌਤ
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ɻࢠの༷࣌が̔号遺跡ɻ1954年のௐࠪࠨ、岩のӈが̓号遺跡ڊ
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５
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
遺

跡
の
位
置
は
巨
岩
に
覆
わ
れ
た
陰
の

部
分
へ
と
移
り
ま
す
。
石
で
囲
っ
て

祭
壇
を
設
け
た
形
跡
な
ど
が
発
見
さ

れ
て
い
て
、
奉
献
品
に
は
鉄
製
の
武

器
や
刀と

う
子す

・
斧お
の

な
ど
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

製
品
、
金
銅
製
の
馬
具
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

７
号
遺
跡
や
８
号
遺
跡
か
ら
は
、

装
飾
性
の
高
い
金
銅
製
馬
具
や
金
製

指
輪
な
ど
、
朝
鮮
半
島
の
新し

ら
ぎ羅
に
由

来
す
る
と
み
ら
れ
る
品
々
や
、
ペ
ル

シ
ア
（
イ
ラ
ン
）
製
の
カ
ッ
ト
グ
ラ

ス
碗わ

ん
片へ
ん
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
金
製
指
輪
は
新
羅
の
王
陵
か

ら
出
土
し
た
も
の
と
非
常
に
よ
く
似

て
い
ま
す
。
乗
馬
の
風
習
は
古
墳
時

代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た

が
、
金
メ
ッ
キ
で
き
ら
め
く
馬
具
も

透
き
通
る
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
の
器
も
、

そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
も

の
で
す
。
危
険
な
海
を
越
え
て
対
外

交
流
を
行
っ
た
古
代
の
人
々
は
、
こ

れ
ら
の
「
宝
物
」
を
お
供
え
し
て
カ

ミ
に
祈
り
を
捧
げ
た
の
で
す
。

岩
陰
祭
祀
遺
跡
の
中
で
も
最
も
新

し
い
７
世
紀
代
の
遺
跡
と
さ
れ
る
22

号
遺
跡
で
は
、
奉
献
品
に
変
化
が
見

ら
れ
ま
す
。
石
組
で
区
切
っ
た
範
囲

に
、
土
器
や
金
銅
製
の
雛ひ

な
が
た
ぼ
う
し
ょ
く
ぐ

形
紡
織
具

（
糸
を
つ
む
ぐ
た
め
の
道
具
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
）
な
ど
、
祭
祀
の
た
め
だ
け

に
作
ら
れ
た
も
の
が
納
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
古
墳
の
副
葬
品
、
つ
ま
り

葬
儀
に
用
い
ら
れ
た
品
々
と
の
共
通

性
が
薄
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

22号遺跡ɻ石ғいの中にଟのۚಔの৫۩なͲがຒೲされ、৽たな祭祀の出現を͏ かがΘͤるɻ

22号遺跡ɻ石みによる祭ஃがઃけられ、
岩ӄの֎にもਢ

㆙

ܙ
ㆆ

器
ㆌ

がฒられていたɻ
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1�ۚಔཾ಄ɹ2�三࠼長ᰍළย（ޱԑ෦）ɹ3�ۚಔۏݭޒܗ
͜んͲ͏ ͤいΓΎ͏ ͱ͏ ͱ͏ �͞ ん͞い ΐͪ͏ ͚いいん ͜んͲ͏ ͤいͻͳ͕ͨ ͝� ͛んきん

1�
2�

3�

ۚଐ品 石品 土器 岩石

͓͞ ͋ͳ ͨ ͭ

̍のઌにけ、৶のから出たۚ۩から、഼ なͲをΓԼ͛るたΊのものɻ
3ҏ神宮のๅと一கするɻ

ア
）
品
は
、
伊
勢
神
宮
の
神
宝
と
共

通
し
ま
す
。
現
在
ま
で
続
く
日
本
固

有
の
信
仰
に
お
け
る
祭
祀
の
基
盤
と

な
っ
た
古
代
国
家
（
律
令
国
家
）
に

よ
る
ま
つ
り
の
形
が
、
こ
の
頃
に
確

立
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
金
銅
製
龍り

ゅ
う

頭と
う

や
唐
三
彩
片
は
、
遣
唐

使
が
中
国
か
ら
も
た
ら

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、

長
い
分
裂
状
態
に
あ
っ

た
中
国
大
陸
は
隋ず

い

に
よ

っ
て
統
一
さ
れ
、
代
わ

っ
た
唐
も
周
辺
に
勢
力

を
振
る
い
ま
し
た
。
ヤ

マ
ト
王
権
は
隋
・
唐
に

使
節
を
送
り
交
流
に
努

め
ま
し
た
が
、
朝
鮮
半

5号遺跡ɻௐࠪで、祭祀で土器が実ࡍに
ฒられた༷ࢠが໌͠たɻ

７
世
紀
後
半
、
わ
ず
か
に
岩
陰
に

か
か
る
５
号
遺
跡
で
は
、
祭
祀
の
た

め
に
作
ら
れ
た
奉
献
品
が
目
立
ち
ま

す
。
紡
織
具
、
人ひ

と
形が
た

、
五ご

弦げ
ん

琴き
ん

な
ど

の
様
々
な
金
銅
製
雛
形
（
ミ
ニ
チ
ュ

半
岩
陰
・
半
露
天
祭
祀
遺
跡

島
で
百
済
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、

6
6
３
年
に
唐
・
新
羅
軍
と
戦
っ
て

大
敗
し
ま
す
。
そ
の
後
、
王
権
は
唐

を
手
本
と
し
た
中
央
集
権
国
家
の
確

立
に
全
力
を
傾
け
る
の
で
す
。

祭
祀
の
変
容
は
、
こ
の
よ
う
な
激

動
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
国
家
の
変
革

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

�߸Ҩग़ঢ়࣮گଌਤ
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1号遺跡ɻ大ྔの土器ྨなͲが現在もされているɻ

８
世
紀
か
ら
９
世
紀
末
頃
ま
で
の

約
２
０
０
年
間
に
は
、
巨
岩
群
か
ら

南
西
に
約
30
ｍ
離
れ
た
、
海
を
望
む

平
坦
地
に
大
量
の
奉
献
品
が
残
さ
れ

ま
し
た
。
１
号
遺
跡
で
は
、
祭
壇
状

の
石い

し

積づ
み

遺
構
と
と
も
に
、
穴
の
開
い

た
祭
祀
用
の
土は

じ

き
師
器
・
須す

恵え

器き

や
、

人
形
・
馬う

ま
形が
た

・
舟ふ
な

形が
た

と
い
っ
た
滑
石

製
形か

た

代し
ろ

な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
宗
像
地
域
独
特
の
形
状
や

材
質
で
作
ら
れ
て
お
り
、
古
代
国
家

の
新
し
い
祭
祀
制
度
の
下
で
、
地
域

の
伝
統
を
残
し
た
祭
祀
が
定
期
的
に

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

同
じ
頃
、
宗
像
地
域
で
は
、
大
島

の
御み

嶽た
け

山さ
ん

祭
祀
遺
跡
、
九
州
本
土
の

下し
も

高た
か

宮み
や

祭
祀
遺
跡
で
も
、
７
世
紀
後

半
ま
で
に
、
沖
ノ
島
と
共
通
す
る
奉

献
品
を
用
い
た
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
８
世
紀
前
半
に

成
立
し
た
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
あ

る
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の

神
話
に
は
、
宗
像
氏
が
沖お

き
津つ

宮み
や
・
中な
か

津つ

宮み
や

・
辺へ

津つ

宮み
や

で
宗
像
三
女
神
を
ま

つ
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
沖
津
宮
は
沖
ノ
島
、
中
津
宮
は
大

島
の
御
嶽
山
、
辺
津
宮
は
九
州
本
土

の
下
高
宮
の
各
祭
祀
遺
跡
に
あ
た
り

ま
す
。

こ
の
宗
像
三
女
神
は
、
沖
ノ
島
に

宿
る
カ
ミ
が
人
格
化
さ
れ
た
存
在
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
沖
ノ
島
に
対
す
る

自
然
崇
拝
と
宗
像
三
女
神
へ
の
信
仰

は
並
存
し
な
が
ら
、
宗
像
地
域
の
信

仰
の
基
盤
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い

き
ま
す
。

ಸ
ㆪ

ྑ
㇉

三
㆕㇓

࠼
㆕ㆂ

খ
㆓

ᆵ
ㆤㆼ

ɻ三࠼
のٕज़をもとに日本で
られたɻ࡞

露
天
祭
祀
遺
跡


ㆉㆣ㆛ㆌ㆛ㆂㆵㆪㆋ㆟

石सܗ
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沖ノ島祭祀Ҩのไݙのมભग़དྷࣄ中ࠃ ேౡ ຊ ྐྵ

、朝半島に出ฌ（高۟ྷଠԦ碑）

Ԧࢌ、ೆ 朝のへೖߩする
のޒԦ（ࢌ、、ڵ、ࡁ、）がへऀをݣする（478年までに̕ ճݣ）

高۟ྷ、ඦࡁをܸ߈ɻඦࡁԦઓ͠ࢮ 、首（ιϧ）がؕམする
Ԧ、のߖఇへऀをૹΓ、高۟ྷのڴҖからඦࡁをकるたΊの
Ίるٻ事తなԉॿを܉

Ճݝ࢛をඦࡁにׂৡ
ඦࡁ、へܦޒത࢜をଃる

ڭདྷɻඦࡁがへ像とܦయをଃる

、ඦ܉྆ࡁが৽ཏとઓ͏
৽ཏ、Ճॾࠃを໓΅す
（ݣこの後882年までに40ճ）৽ཏݣ

ඦࡁ、へૐٕज़ऀをଃる
ॳΊてݣᡬをݣする（この後614年までに6ճݣ）
ඦࡁૐ؍ᯮ、へྐྵ本、ఱจ地理なͲを る͑
ࠃ͠ؼいとともにがᡬのࢠখຓᡬݣ されるݣびཹֶੜとともにᡬに࠶、
高۟ྷૐがにࢴ、、ֆ۩の法を る͑
ॳΊてݣをݣする（この後838年までに16ճݣ）

ೌ、ಙળの່܅ܗڳ Ή࢈をࢠߖࢢとのؒに高ࢠߖが大ւਓ່ࢠ
നଜߐのઓい（、ඦࡁの࿈߹܉が、৽ཏの࿈߹܉に大ഊ

৽ཏが、朝半島を౷一する�

大ๅྩ
『古事記』ཱ
『日本書紀』ཱ
宗像܊がશࠃീつの神܊の͏ ͪの一つと͠ て史料にݟ る͑

৽ཏւの׆ಈのڴҖによΓ、宗像神にର͠ て
ւ上の҆શをفるたΊのऀが朝廷からݣされる

、ඦࡁと݁ び、৽ཏとަ ઓ
ඦࡁԦのଠࢠ、Ԧにࣣࢧをଃる

高۟ྷ、朝半島෦のָ࿘܊を໓΅す
この頃よΓ、朝半島でഅؖからඦࡁが、ୢ ؖから৽ཏがڵる

中ࠃૐؑਅདྷ日

へのܭݣըが中ࢭされるɻこの頃に、中ࠃ朝半島へのݣߦΘれなくなる
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沖ノ島祭祀Ҩのไݙのมભग़དྷࣄ中ࠃ ேౡ ຊ ྐྵ

、朝半島に出ฌ（高۟ྷଠԦ碑）

Ԧࢌ、ೆ 朝のへೖߩする
のޒԦ（ࢌ、、ڵ、ࡁ、）がへऀをݣする（478年までに̕ ճݣ）

高۟ྷ、ඦࡁをܸ߈ɻඦࡁԦઓ͠ࢮ 、首（ιϧ）がؕམする
Ԧ、のߖఇへऀをૹΓ、高۟ྷのڴҖからඦࡁをकるたΊの
Ίるٻ事తなԉॿを܉

Ճݝ࢛をඦࡁにׂৡ
ඦࡁ、へܦޒത࢜をଃる

ڭདྷɻඦࡁがへ像とܦయをଃる

、ඦ܉྆ࡁが৽ཏとઓ͏
৽ཏ、Ճॾࠃを໓΅す
（ݣこの後882年までに40ճ）৽ཏݣ

ඦࡁ、へૐٕज़ऀをଃる
ॳΊてݣᡬをݣする（この後614年までに6ճݣ）
ඦࡁૐ؍ᯮ、へྐྵ本、ఱจ地理なͲを る͑
ࠃ͠ؼいとともにがᡬのࢠখຓᡬݣ されるݣびཹֶੜとともにᡬに࠶、
高۟ྷૐがにࢴ、、ֆ۩の法を る͑
ॳΊてݣをݣする（この後838年までに16ճݣ）

ೌ、ಙળの່܅ܗڳ Ή࢈をࢠߖࢢとのؒに高ࢠߖが大ւਓ່ࢠ
നଜߐのઓい（、ඦࡁの࿈߹܉が、৽ཏの࿈߹܉に大ഊ

৽ཏが、朝半島を౷一する�

大ๅྩ
『古事記』ཱ
『日本書紀』ཱ
宗像܊がશࠃീつの神܊の͏ ͪの一つと͠ て史料にݟ る͑

৽ཏւの׆ಈのڴҖによΓ、宗像神にର͠ て
ւ上の҆શをفるたΊのऀが朝廷からݣされる

、ඦࡁと݁ び、৽ཏとަ ઓ
ඦࡁԦのଠࢠ、Ԧにࣣࢧをଃる

高۟ྷ、朝半島෦のָ࿘܊を໓΅す
この頃よΓ、朝半島でഅؖからඦࡁが、ୢ ؖから৽ཏがڵる

中ࠃૐؑਅདྷ日

へのܭݣըが中ࢭされるɻこの頃に、中ࠃ朝半島へのݣߦΘれなくなる
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古
代
祭
祀
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た

10
世
紀
以
降
も
、
沖
ノ
島
は
宗
像
大

社
沖
津
宮
と
し
て
、「
神
宿
る
島
」と

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

露
天
祭
祀
遺
跡
の
近
く
に
は
、
中

世
の
土
師
器
が
散
乱
し
て
い
る
所
が

あ
り
、中
世
の
「
御み

長な
が

手て

神し
ん

事じ

」（
56

頁
参
照
）
な
ど
の
神
事
に
関
わ
る
も

の
と
み
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
17

世
紀
ま
で
に
設
け
ら
れ
た
沖
津
宮
の

社
殿
（
古
代
と
す
る
説
も
あ
る
）
は
、

古
代
祭
祀
が
行
わ
れ
た
巨
岩
群
の
間

に
位
置
し
て
お
り
、
元
来
の
自
然
崇

拝
の
考
え
方
が
継
承
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
江
戸
時
代
に
は
、
入
島
を
厳

し
く
制
限
す
る
禁
忌
な
ど
の
慣
習
が

人
々
の
間
に
根
付
い
て
い
ま
し
た
。

左
記
の
禁
忌
の
他
に
も
、
島
内
で
四

足
の
動
物
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
、

縁
起
の
悪
い
言
葉
は
「
忌
み
言
葉
」

と
し
て
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と

い
っ
た
禁
忌
が
あ
り
、
沖
ノ
島
へ
の

畏
敬
の
念
は
今
も
強
く
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
信
仰
に
基
づ
く
伝
統
に

よ
っ
て
、
古
代
祭
祀
遺
跡
や
島
の
豊

か
な
自
然
は
、
ほ
ぼ
手
つ
か
ず
の
状

態
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

第
２
次
世
界
大
戦
後
、
宗
像
大
社

の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
沖

ノ
島
の
学
術
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

祭
祀
遺
跡
か
ら
は
大
発
見
が
相
次
ぎ
、

そ
の
学
術
的
価
値
は
広
く
知
れ
渡
り

ま
し
た
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
を
専

攻
し
た
三み

か
さ
の
み
や

笠
宮
崇た
か

仁ひ
と

親
王
は
、
第
３

次
調
査
中
の
１
９
6
９
年
に
沖
ノ
島

を
訪
れ
、「
20
世
紀
の
奇
跡
が
お
こ

っ
た
島
」
と
評
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、
時
を
超
え
た
信
仰
の
力

が
生
ん
だ
奇
跡
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

৴
ڼ
ͱ
ې
س
͕
क
ỳ
ủͨ
ح

ͷ
ౡ
Ứ

宗像大社沖津宮本殿・拝殿ɻ1932年にݐ࠶されたものͩが、
岩のؒのۭؒにͽͬたΓऩまるよ͏ڊ岩とڊ にઃܭされているɻ



ԭϊౡൿ
फ૾େ社ਆๅؗʹɺԭϊౡのਆๅͱえΒΕΔ
ۚಔの৫ػの͕͋ܗΔʢࣸਅʣɻඇৗʹਫ਼
ʹͰき͓ͯΓɺ࣮ࡍʹ৫Δ͜ ͱͰきΔͱい͏ɻҏ
ਆٶのਆๅʹڞ௨しͨ৫͕͋ػΔɻ
ॳԬൡओのాࠇɺԭϊౡʹਆのๅ

͕ͨ͘ ん͋͞ΔͱのӟΛࣖ しʹɺ͜ΕΛͯͬ࣋͘ ΔΑ
͏ʹ໋ͨ͡ɻし͔しɺ͕͋سېΔͨΊ୭ै͓͏ ͱ
しͳ͔ͬͨͱい͏ ɻ݁ہതଟのΩϦγλϯʹ
ʮۚのػ

ㆯ㆟

物
㇂ㆮ

ʯͳͲのๅΛͯͬ࣋͜ ͕ͤͨ͞ɺఔͳ͘
しͯののதͰๅ͕໐ಈしɺޫ͕ඈͼग़͢ͳ
Ͳのʮᜁ

㆟㆟

Γʯ͕ͬ͜ى ͨɻڪΕͨๅΛݩ௨
Γʹ ౡʹฦしͨͱい͏ ɻ

͜のҳԭϊౡのسېのଘࡏΛえΔ࠷
古い文献記録ͱͳͬͯいΔɻਆๅؗʹΘΔ৫ػ
ɺ͜の͔࣌Βฦ٫͞ΕͨのͰ͋ΔՄੑ
͕͋Δɻ

―
沖
ノ
島
の
禁
忌

―

「
不お

い
わ
ず
さ
ま

言
様
」

沖
ノ
島
で
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
は
一
切
口
外
し
て
は
な
ら
ず
、

人
々
は
沖
ノ
島
を
「
不
言
様
」「
不
言
島
」
と
も
呼
び
、
畏
敬
の
念

を
も
っ
て
現
代
ま
で
守
り
伝
え
て
き
ま
し
た
。

「
一
木
一
草
一
石
た
り
と
も

持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
」

沖
ノ
島
か
ら
は
一
切
何
も
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
江
戸

時
代
に
は
こ
れ
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
り
祟
り
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
沖
ノ
島
の
古
代
祭
祀
遺
跡
は
ほ
ぼ
手
つ

か
ず
の
状
態
で
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
上
陸
前
の
禊み

そ
ぎ

」

沖
ノ
島
へ
上
陸
す
る
こ
と
は
通
常
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
上
陸
を

許
さ
れ
た
場
合
や
、
日
々
奉
祀
を
行
っ
て
い
る
神
職
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
始
め
に
着
衣
を
全
て
脱
い
で
海
に
浸
か
り
心
身
を
清
め
な
け
れ

ば
、
島
内
へ
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
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沖
ノ
島
の
古
代
祭
祀
が
始
ま
っ
た

４
世
紀
後
半
か
ら
朝
鮮
半
島
と
の
交

流
が
活
発
に
な
り
、
５
世
紀
に
は
倭

の
五
王
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
西
海

岸
の
百
済
を
介
し
て
中
国
南
朝
へ
の

遣
使
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
古
墳
時
代

の
当
時
、
日
本
か
ら
大
陸
に
向
か
っ

た
船
は
、
縄
文
時
代
以
来
の
丸
木
舟

の
両
舷げ

ん
（
両
側
）
に
、
高
い
板
を
貼

り
つ
け
て
波
よ
け
と
し
た
準
構
造
船

と
呼
ば
れ
る
船
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
動
力
は
ほ
ぼ
手て

漕こ

ぎ
に
よ
る

も
の
で
、
船
底
は
丸
太
を
く
り
抜
い

た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
船
の
大
型
化

に
は
限
界
が
あ
り
ま
し
た
。

古
代
の
航
海
と
沖
ノ
島

九
州
北
部
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
の
航

路
に
つ
い
て
は
、「
魏
志
倭
人
伝
」に

も
記
さ
れ
る
壱
岐
・
対
馬
を
経
由
す

る
ル
ー
ト
が
最
も
安
全
で
一
般
的
な

も
の
だ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
玄

界
灘
の
海
流
を
考
慮
す
る
と
朝
鮮
半

島
側
か
ら
沖
ノ
島
近
海
を
通
っ
て
宗

像
に
至
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る

よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
新
羅
が
朝
鮮
半
島
を
統

一
し
た
７
世
紀
後
半
以
降
は
、
九
州

の
西
か
ら
東
シ
ナ
海
を
直
接
横
断
し

て
中
国
に
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
新
羅
と
の
間
に
も
定
期

的
に
使
節
が
往
復
し
ま
し
た
。
遣
唐

26ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ
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ぼっかい

ᕜւ

使
船
に
は
、
板
材
を
組
み
合
わ
せ
て

作
ら
れ
た
、
百
人
以
上
が
乗
船
で
き

る
構
造
船
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
動

力
も
手
漕
ぎ
に
加
え
て
、
帆
を
補
助

的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
で
も
嵐
に
巻
き
込
ま
れ

る
な
ど
し
て
、
か
な
り
の
割
合
で
遣

唐
使
は
遭
難
・
漂
流
し
た
こ
と
が
記

録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
シ
ナ
海
を
渡
る
遣
唐
使
船
が
沖

ノ
島
に
立
ち
寄
る
こ
と
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
が
、
沖
ノ
島
の
祭
祀
は
遣

唐
使
の
時
代
に
も
続
い
て
い
ま
す
。

既
に
国
家
的
な
海
の
守
り
神
と
し
て
、

宗
像
三
女
神
は
篤あ

つ
い
信
仰
を
受
け
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
海
を
越
え
た
交

流
は
沢
山
の
物
品
や
文
化
を
も
た
ら

し
ま
す
が
、
常
に
危
険
と
隣
り
合
わ

せ
だ
っ
た
航
海
の
安
全
を
祈
る
想
い

や
、
無
事
に
帰
還
で
き
た
際
の
神
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
は
、
常
に
変
わ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ݪ古墳170号墳出土の
ྠધ（෮ݩ品、宮ཱ࡚ݝ
ߟݪ古തؗଂ）ɻᓄ

ㆉㆂ

をҾͬかけるたΊのಥىが
ද現されているɻ
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新
原
・
奴
山
古
墳
群
は
、
現
代
ま

で
続
く
沖
ノ
島
に
対
す
る
信
仰
の
伝

統
を
築
い
た
古
代
豪
族
、
宗
像
氏
の

墳
墓
群
で
す
。
５
世
紀
か
ら
6
世
紀

に
か
け
て
、
前
方
後
円
墳
５
基
、
円

墳
35
基
、
方
墳
１
基
の
計
41
基
の
古

墳
が
、
沖
ノ
島
へ
と
続
く
旧
入
海
を

見
渡
す
台
地
上
に
築
か
れ
ま
し
た
。

沖
ノ
島
の
古
代
祭
祀
は
、
古
代
国

家
（
ヤ
マ
ト
王
権
）
が
関
与
し
た

「
国
家
的
祭
祀
」で
し
た
が
、宗
像
地

域
の
人
々
の
沖
ノ
島
へ
の
信
仰
が
そ

の
基
礎
に
あ
り
、
高
度
な
航
海
技
術

を
持
っ
た
宗
像
氏
の
協
力
な
く
し
て

は
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
像
大
社
の
三

つ
の
宮
で
宗
像
三
女
神
を
ま
つ
る
よ

う
に
な
る
の
が
宗
像
氏
で
す
。

�৽ݪ・ౕ 山古墳܈
ೖւൣғچ�
��津࡚地Ҭのओな古墳

ʹ͔Βւͱͱݹ ੜ͖

৴ڼの౷ΛҭΜͩ宗像の人々

ߏ

ࢿ
࢈

新
原
・
奴
山
古
墳
群

ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ



宗
像
地
域
で
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
が

始
ま
る
４
世
紀
後
半
に
、
そ
れ
ま
で

の
古
墳
と
は
一
線
を
画
す
規
模
を
持

つ
前
方
後
円
墳
で
あ
る
東と

う

郷ご
う

高た
か

塚つ
か

古

墳
が
、
宗
像
市
の
釣つ

り
川か
わ

の
中
流
域
に

造
ら
れ
ま
す
。
５
世
紀
に
な
る
と
、

福
津
市
北
部
の
沿
岸
部
、
旧
入
海
の

東
側
に
あ
た
る
海
を
望
む
台
地
上
に
、

７
世
紀
中
頃
ま
で
古
墳
群
が
連
綿
と

築
か
れ
て
い
き
ま
す
。
全
長
70
～

１
０
０
ｍ
程
度
の
前
方
後
円
墳
を
含

む
こ
れ
ら
の
古
墳
群
（
国
指
定
史
跡

「
津つ

屋や

崎ざ
き

古
墳
群
」）
は
、
古
代
豪
族

宗
像
氏
の
首
長
や
有
力
者
の
墓
と
み

ら
れ
ま
す
。

そ
の
中
で
も
新
原
・
奴
山
古
墳
群

は
、
５
世
紀
か
ら
6
世
紀
と
い
う
比

較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
、
旧
入
海
に

面
し
た
一
つ
の
台
地
上
に
大
小
様
々

な
墳
墓
が
集
中
し
て
築
か
れ
て
い
ま

す
。
海
を
越
え
た
対
外
交
流
に
従
事

し
、
沖
ノ
島
に
対
す
る
信
仰
の
伝
統

を
担
い
育
ん
だ
宗
像
氏
の
あ
り
方
を

最
も
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

फ૾Ҭのओͳ古

「˞規」、前ํ後ԁ墳શ長、ԁ墳ܘの長さ�

ಉظ࣌のԭϊౡ⾣ 祭祀Ҩ্ؠ ӄ祭祀Ҩؠ 半ؠӄɾ
半࿐ఱ

໊শ 4世紀 �世紀 �世紀 �世紀 ˞ن

৽ݪɾౕ ܈古ࢁ 80N
（22号墳）

౦ߴڷ௩古 64N

উӜ็ϊാ古 100N

উ
ㆉㆤ

Ӝ
ㆄ㇉

Ҫ
ㆂ

ϊ
ㆮ

Ӝ
ㆄ㇉

古 70N

ੜ
㇆ㆎ

Ո
ㆆ

େ
ㆈㆈ

௩
ㆤㆉ

古 73N

ਢ
㆙

ଟ
ㆠ

ా
㆟

ఱ
ㆀㆾㆵ㇊

߱ఱਆ
㆘㇓

社
㆘㇃

古 80N

ਢଟాԼ
㆗㇂

ϊ
ㆮ

ޱ
ㆎㆡ

古 82N

ࡏ
ㆀ㇉

ࣗ
㆘


ㆤ㇋ㆍㆥㆉ

௩古 102N

手
ㆦ

ޫ
ㆳㆉ


ㆪㆿ


ㆌ㇊

ෆ
ㆵ

ಈ
ㆩㆄ

古 25N

ٶ
ㆿ㇄


㆘

ባ
ㆠ㆐

古 35N

古墳܈築造࣌のΠϝʔδ$(
沖ノ島 ΐͪ͏ Ͳ大島のこ͏ ଆにあたるɻ
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沖ノ島のํ

৽ݪɾౕ ɾౕݪ৽܈古ࢁ ܈古ࢁ

0 10050 250 500
m ғൣ࢈ࢿ

˔�̑ ΒΕͨ古ʹࠒلੈ
˔�̒ ΒΕͨ古ʹࠒલلੈ
˔�̒ ΒΕͨ古ʹࠒޙلੈ
˞ࣈ古墳൪号をࣔすɹ˞ઢਪఆ

ೖւൣғچ

৽ݪɾౕ ฏ໘ਤ܈古ࢁ

N

大ܕの前ํ後ԁ墳（22号墳）、中ܕの前ํ後
ԁ墳（̍ 号墳）、中ܕのԁ墳（20、25号墳）
̑世紀後半に、中ܕの前ํ後ԁ墳（12、
24、30号墳）̒世紀前半、地のԑ辺෦
のখܕのԁ墳܈̒世紀後半に築かれたものɻ
ͦの΄とΜͲがྑなอଘঢ়ଶにあるɻ

�
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৽ݪɾౕ Ұཡද܈古ࢁ
古൪߸ ܗ ʢNʣن
�� 前ํ後ԁ墳 50� 墳長
˙�� ํ墳 24 一辺
˔�� ԁ墳 10 ܘ
˔�� ԁ墳 6 ܘ
˔��� ԁ墳 12 ܘ
˔��� ԁ墳 14 ܘ
��� 前ํ後ԁ墳 43 墳長
˔��� ԁ墳 14 ܘ
˔��� ԁ墳 14 ܘ
˔��� ԁ墳 20 ܘ
˔��� ԁ墳 10 ܘ
˔��� ԁ墳 11 ܘ
˔��� ԁ墳 10 ܘ
˔��� ԁ墳 11�5 ܘ
˔��� ԁ墳 30 ܘ
˔��� ԁ墳 17 ܘ
��� 前ํ後ԁ墳 80 墳長
˔��� ԁ墳 12 ܘ
��� 前ํ後ԁ墳 53�5 墳長
˔��� ԁ墳 36 ܘ
˔��� ԁ墳 17 ܘ
˔��� ԁ墳 15�5 ܘ
˔��� ԁ墳 15 ܘ
˔��� ԁ墳 12 ܘ
��� 前ํ後ԁ墳 54 墳長
˔��� ԁ墳 13� ܘ
˔��� ԁ墳 10 ܘ
˔��� ԁ墳 8 ܘ
˔��� ԁ墳 24 ܘ
˔��� ԁ墳 13 ܘ
˔��� ԁ墳 17 ܘ
˔��� ԁ墳 14 ܘ
˔��� ԁ墳 9 ܘ
˔��� 石ࣨのみ現ଘ
˔��� ԁ墳 17 ܘ
˔��� ԁ墳 10 ܘ
˔��� ԁ墳 11�5 ܘ
˔��� ԁ墳 9 ܘ
˔��� ԁ墳 7 ܘ
˔��� ԁ墳 19 ܘ
˔�48 ԁ墳 9�5 ܘ

22号墳

25号墳

12号墳

31 ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ



ಙળ܅ܗڳ

່ࢠೌ ఱఱߖ

ࢠߖࢢߴ

Ԧ

นࢠߖ

ߖਖ਼ఱݩ

ߖఱ໌ݩ

文ఱߖ

ఱஐఱߖ

ߖ౷ఱ࣋

在位� 668ʖ672
ੜ年� 626ʖ671

在位� 690ʖ697
ੜ年� 645ʖ702

在位� 673ʖ686
ੜ年� 631 ʖ686

在位� 707ʖ715
ੜ年� 661ʖ721

在位� 697ʖ707
ੜ年� 683ʖ707

在位� 715ʖ724
ੜ年� 680ʖ748

ੜ年� 662ʖ689

ੜ年�  ʖ729

ੜ年� 654ʖ696

新
原
・
奴
山
古
墳
群
に
代
表
さ
れ

る
津
屋
崎
古
墳
群
に
葬
ら
れ
た
宗
像

氏
の
歴
代
の
首
長
た
ち
。
そ
の
後
、

７
世
紀
後
半
か
ら
は
宗
像
三
女
神
を

ま
つ
る
重
要
な
地
方
氏
族
と
し
て
、

代
々
歴
史
書
に
名
を
連
ね
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

首
長
は
宗
像
郡
の
長
官
で
あ
る
大た

い

領り
ょ
う
と
宗
像
大
社
の
祭
祀
を
司
る
責

任
者
で
あ
る
宗
像
神
主
の
座
を
兼
任

し
、
さ
ら
に
は
地
方
氏
族
な
が
ら
五

位
の
位
を
朝
廷
か
ら
授
か
る
な
ど
、

出い
ず
も
の
く
に
の
み
や
つ
こ

雲
国
造
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
特

別
な
待
遇
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
宗

像
郡
は
、
伊
勢
や
出
雲
な
ど
、
古
代

日
本
で
八
つ
し
か
な
い
「
神し

ん
郡ぐ
ん

」
の

一
つ
と
さ
れ
（
西さ

い

海か
い

道ど
う

＝
九
州
で
は

唯
一
）、
大
領
以
下
の
郡
司
の
役
職

を
一
族
で
独
占
す
る
こ
と
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
沖

ノ
島
、
宗
像
三
女
神
が
重
要
視
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
宗
像
氏
が

天
皇
家
と
の
密
接
な
関
係
を
築
い
て

い
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
天て

ん
武む

天
皇
の
第
一
皇
子
の
高た
け
ち
の市
皇み

子こ

を
産

ん
だ
の
は
、
７
世
紀
後
半
の
宗
像
氏

の
首
長
、
胸む

な
か
た
の
き
み

形
君
徳と
く

善ぜ
ん

の
娘
の

尼あ
ま
こ
の
い
ら
つ
め

子
娘
と
い
う
女
性
で
し
た
。
高

市
皇
子
は
壬じ

ん
申し
ん

の
乱
（
6
７
２
年
）

で
活
躍
し
、
そ
の
息
子
の
長な

が
屋や

王お
う

は

奈
良
時
代
前
半
に
朝
廷
で
権
力
を
握

古
代
豪
族
宗
像
氏

ఱߖՈɾफ૾ܥؔࢯਤʢ�世紀後半～̔世紀ॳΊʣ

32ʮ神॓Δౡʯԭϊౡ



り
ま
す
。
奈
良
の
長
屋
王
の
邸
宅
跡

か
ら
は
「
宗む

な

形か
た

郡ぐ
ん

大た
い

領り
ょ
う

鯛た
い
の
ひ
し
お

醤
」
な
ど

と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
祖
母
の
実
家
の
宗
像
か
ら
は
る

ば
る
平
城
京
ま
で
、
鯛
の
加
工
品

（
魚ぎ

ょ
し
ょ
う醤も
し
く
は
醤
ひ
し
お

漬
け
か
）
な
ど

が
献
上
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
中
央
で
は
藤
原
氏
が
権

໊ Ґ֊ ొ代

ಙળ܅ܗڳ 7世紀後半�

फ
㇀ㆪㆉ㆟ㆮㆀ㆝㇓

ேਉܗ
ㆨ

ፚ
ㆩ

位上ޒै֎ 709年

फܗேਉௗ
ㆨ㇊

ຑ
ㆾ

࿊
㇍ 位Լޒै֎

位上ޒै֎
729年
738年

फܗேਉ༩
㇈

࿊
㇍

ࢤ
㆗

位Լޒै֎ 745年

फܗேਉਂ
ㆵㆉ


ㆤ

位Լޒै֎ 767年

फܗேਉେ
ㆠㆂ

ಙ
ㆨ㆓

位Լޒै֎ 778年

फ૾ேਉ
ㆂ㆐ㆤㆎ㇊

࡞ 位Լޒै֎ 798年

फܗேਉळ
ㆀㆌ


㆟㇊

֎ਖ਼ࣣ位上 828年

फܗேਉউ
ㆉㆤ

ຩ
ㆾ㇍ 位Լޒै֎

位上ޒै֎
817年
828年

力
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
９
世
紀
に

な
る
と
宗
像
氏
は
藤
原
氏
に
接
近
し

た
よ
う
で
す
。
摂せ

っ

関か
ん

家け

の
基
礎
を
築

い
た
藤
原
冬ふ

ゆ

嗣つ
ぐ
は
宗
像
三
女
神
を
邸

宅
内
に
勧か

ん

請じ
ょ
うし

、
代
々
信
仰
し
た
と

伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
三
女
神
は
今
、

千
年
の
時
を
経
て
京
都
御ぎ

ょ

苑え
ん

内
の
宗

像
神
社
で
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

古代จ࢙ݙྉに͑ݟるफ૾ࢯのट

（ӈ）ژ御ԓの宗像神社ɻ౻ݪౙ࢚のࢠଙであるՖ
ㆉ

山
㆖㇓

Ӄ
ㆂ㇓

家のఛでʑ
まつられて͖ た後、現在地にҠͬたɻ
、ɻͦの年からみて（所ଂڀݚࡒ跡出土ɻಸྑจԽژฏ）؆長Ԧ家（ࠨ）
ૹΓओの「宗܊ܗ大領」宗ܗ朝ਉፚであΖ͏ かɻ
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宗
像
三
女
神
と

  

信
仰
の
継
承

फ
૾

Ҭ
の
ੜ
͖
ͨ

౷７

世
紀
後
半
に
は
沖
ノ
島
と
共
通
す
る
祭
祀
が
大

島
の
中
津
宮
や
本
土
の
辺
津
宮
で
も
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
約
60
㎞
に
及
ぶ
広
大
な
空
間
に
展
開
す
る

三
つ
の
宮
か
ら
な
る
宗
像
大
社
が
成
立
し
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
宮
が
古
代
祭
祀
遺
跡
を
起
源
と
し
、
社
殿

を
主
な
祭
祀
の
場
と
す
る
宗
像
三
女
神
へ
の
信
仰
の

場
と
し
て
、
現
代
に
続
い
て
い
ま
す
。
沖
ノ
島
に
対

す
る
信
仰
の
伝
統
は
、
宗
像
三
女
神
信
仰
と
し
て
現

代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

ま
た
、
大
島
の
北
岸
に
設
け
ら
れ
た
沖
津
宮
遙
拝

所
は
、
禁
忌
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
沖
ノ
島
を
遥

拝
す
る
伝
統
を
示
し
て
い
ま
す

宗
像
大
社
沖お

き

津つ

宮み
や
（
沖
ノ
島
）

祭
神  

田た
ご
り
ひ
め
の
か
み

心
姫
神

大 く͖ೖւががͬていた宗像地Ҭのਓʑւと
ともにӫ͑、΄΅一ઢ上にฒͿ祭祀の三宮
からなる宗像大社となͬたɻ

ԭϊౡग़の
ܗੴस

Πϥετʗཅࢠ
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宗
像
大
社
中な

か

津つ

宮み
や

祭
神  

湍た
ぎ
つ
ひ
め
の
か
み

津
姫
神

宗
像
大
社
沖
津
宮
遙よ

う

拝は
い

所し
ょ

宗
像
大
社
辺へ

津つ

宮み
や

祭
神  

市い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
か
み

杵
島
姫
神

फ૾ঁࡾਆੜਆ
ਆΞϚςϥεのఋのεαϊϮɺࠜߖ のࠃʢ
Լのࠃʣ͘ߦ Α͏ ʹ໋ Β͡ΕͨͨΊɺผΕの͋い
ͭ͞ΛしʹΞϚςϥε͕ࢧ͢Δߴ

㆟ㆉㆾㆋㆯ㇉

ఱݪͱ͔ͬ
ͨɻし͔しɺΞϚςϥεఋ͕ࠃΛୣいʹདྷͨの
Ͱͳい͔ͱٙͬͨのͰɺのܿനΛ証໌͢Δͨ
ΊɺࢠΛੜんͰ൱ΛܾΊΔいʢ

ㆄ ㆐ ㆂ

ʣΛ͢Δ
ͱ͜ʹͳͬͨɻΞϚςϥεεαϊϮのΛͭࡾʹ

ંΓɺҪށͰ͢͢ぎɺטΈࡅい͔ͯޱΒਧきग़し
ͨɻͦのଉਧのໄのத͔Βੜ·Εͨの͕फ૾ঁࡾ
ਆͰɺ͡Ίʹੜ·Εͨా৺ඣਆԭٶʹɺ࣍
ʹੜ·Εͨᕗඣਆதٶʹɺޙ࠷の٩ࢢౡ
ඣਆลٶʹͦΕͧΕ߱ྟしɺࠓ܅ݞڳʢफ
ʣ͕ͦΕΒのਆʑΛ·ͭͬͯいΔɻࢯ૾

『˞古事記』『日本書紀』にͮج ま͖すが、ෳの所があͬ
てࡉ෦にͦれͧれ૬ҧがあΓますɻ

新し
ん

原ば
る

・
奴ぬ

山や
ま

古
墳
群

ग़のࢁባޚ
ܗੴस

Լٶߴग़の
ܗੴस
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宗
像
大
社
中
津
宮
は
、
宗
像
市
神

湊
か
ら
約
７
km
、
沖
ノ
島
か
ら
約
48

㎞
離
れ
た
大
島
に
あ
り
ま
す
。
宗
像

大
社
を
構
成
す
る
三
宮
の
一
つ
で
、

宗
像
三
女
神
の
う
ち
湍
津
姫
神
が
ま

つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
島
で
最
も
高
い
御み

嶽た
け

山さ
ん

山
頂

（
標
高
２
２
４
ｍ
）に
は
、摂
社
の
御

嶽
神
社
と
御
嶽
山
祭
祀
遺
跡
が
あ
り
、

そ
の
麓
に
中
津
宮
の
本
殿
・
拝
殿
が

建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
頂
で
の
古

代
祭
祀
が
行
わ
れ
て
以
降
、
麓
に
社

殿
が
建
て
ら
れ
、
山
頂
の
御
嶽
神
社

（
上
宮
）
と
麓
の
本
殿
（
本
社
）
が
並

存
す
る
現
在
の
よ
う
な
境
内
が
形
成

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
御
嶽
山
を

登
る
参
道
で
結
ば
れ
て
お
り
、
16
世

紀
の
文
献
や
江
戸
時
代
の
絵
図
な
ど

か
ら
確
認
で
き
ま
す
。
本
殿
・
拝
殿

だ
け
で
な
く
、
御
嶽
山
祭
祀
遺
跡
、

御
嶽
神
社
と
参
道
を
含
む
空
間
全
体

が
宗
像
大
社
中
津
宮
の
範
囲
で
す
。　
　

御
嶽
山
祭
祀
遺
跡
で
は
、
７
世
紀

後
半
か
ら
９
世
紀
末
頃
に
か
け
て
古

代
祭
祀
が
行
わ
れ
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺

跡
と
共
通
し
た
奉
献
品
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
奈
良
三
彩
や
金
銅
製
の
琴

の
雛
形
品
、
滑
石
製
形
代
な
ど
は
同

時
期
の
沖
ノ
島
の
奉
献
品
と
一
致
し
、

出
土
状
況
な
ど
か
ら
沖
ノ
島
の
方
角

へ
向
か
っ
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
の

場
所
が
、「
中
津
宮
」
と
し
て
『
古
事

記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て

い
る
宗
像
大
社
中
津
宮
の
起
源
だ
っ

た
の
で
す
。

宗像大社中津宮本殿・拝殿

宗
像
大
社
中
津
宮

ߏ

ࢿ
࢈

宗像ঁࡾ神ͱ৴ڼのܧঝ
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大
島
の
南
側
、
大
島
港
か
ら
ほ
ど

近
く
に
、
中
津
宮
の
一
の
鳥
居
が
海

に
向
か
っ
て
立
っ
て
い
ま
す
。
大
島

に
到
着
す
る
渡
船
か
ら
も
よ
く
見
え
、

海
と
の
深
い
関
係
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。
境
内
の
池
の
手
前
に
あ
る
二
の

鳥
居
は
寛
文
13
年
（
１
6
７
３
）
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
現
存
す
る
宗

像
大
社
の
鳥
居
の
中
で
は
最
も
古
い

も
の
で
す
。

境
内
に
は
「
天
の
川
」
と
い
う
川

が
流
れ
、
こ
の
川
を
は
さ
ん
で
牽け

ん

牛ぎ
ゅ
う

社し
ゃ
・
織
し
ょ
く

女じ
ょ

社し
ゃ
が
あ
り
ま
す
。
毎
年
８

月
７
日
に
は
、
大
島
で
最
も
盛
大
な

お
祭
り
で
あ
る
七
夕
祭
が
行
わ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
は
古
く
鎌
倉
時
代
ま
で

遡
る
も
の
で
す
。

急
な
石
段
の
上
に
鎮
座
す
る
本
殿

は
、
17
世
紀
前
半
頃
に
再
建
さ
れ
た

も
の
で
す
（
福
岡
県
有
形
文
化
財
）。

本
殿
に
向
か
っ
て
左
側
か
ら
天
の
川

の
方
へ
道
を
下
る
と
、「
天あ

ま

の
真ま

名な

井い

」
と
呼
ば
れ
る
清
ら
か
な
湧
き
水

が
あ
り
ま
す
。
宗
像
三
女
神
の
誕
生

神
話
（
35
頁
参
照
）
に
登
場
す
る
天

上
の
井
戸
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ

た
も
の
で
し
ょ
う
。

本
殿
の
裏
手
か
ら
は
、
御
嶽
山
の

山
頂
へ
と
険
し
い
参
道
が
続
い
て
い

ま
す
。
山
頂
の
展
望
台
か
ら
は
、
北

は
沖
ノ
島
を
中
心
に
壱い

岐き

、
対つ
し
ま馬

な

ど
玄
界
灘
を
一
望
で
き
、
南
は
宗
像

を
中
心
に
北
九
州
市
域
か
ら
福
岡
市

域
ま
で
の
九
州
本
土
が
望
め
ま
す
。

沖
ノ
島
（
沖
津
宮
）
と
辺
津
宮
は
大

島
を
介
し
て
つ
な
が
っ
て
い
て
、
大

島
は
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
大
切

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
実

感
で
き
る
で
し
ょ
う
。

中
津
宮
ڥ

Λ
า
͘
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中
津
宮
が
鎮
座
す
る
大
島
は
、
漁

業
を
中
心
と
す
る
人
口
七
百
人
ほ
ど

の
島
で
、
中
津
宮
は
島
の
人
々
の
精

神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
島

の
人
々
は
沖
ノ
島
の
周
辺
で
漁
を
行

い
、
沖
ノ
島
と
と
も
に
暮
ら
し
て
き

ま
し
た
。
大
島
に
は
沖
ノ
島
を
守
り

伝
え
て
き
た
島
、
三
宮
の
信
仰
を
つ

な
い
で
き
た
島
と
し
て
の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。

大
島
に
は
、
中
世
か
ら
一い

ち
ノの

甲か

斐い

、

二に

ノの

甲か

斐い

と
い
う
宗
像
大だ
い

宮ぐ
う

司じ

家
に

属
す
る
社し

ゃ
家け

が
住
み
、
江
戸
時
代
に

も
福
岡
藩
主
の
保
護
の
下
、
彼
ら
に

よ
っ
て
信
仰
が
代
々
受
け
継
が
れ
て

き
ま
し
た
。
中
津
宮
の
神
事
は
二
ノ

甲
斐
河こ

う

野の

家
（
越お

智ち

家
）
が
担
い
、

一
ノ
甲
斐
河
野
家
は
、
平
時
は
自
邸

内
に
設
け
た
祈
祷
所
で
沖
津
宮
の
神

を
ま
つ
り
、
年
に
二
回
、
沖
ノ
島
へ

渡
っ
て
神
事
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。

18
世
紀
初
め
ま
で
に
島
の
北
岸
に
沖

津
宮
遙
拝
所
が
設
け
ら
れ
た
の
も
、

も
と
も
と
は
一
ノ
甲
斐
河
野
家
が
祭

祀
を
行
う
た
め
で
し
た
。

福
岡
藩
士
で
学
者
の
青
柳
種
信
は
、

寛
政
6
年
（
１
７
９
４
）
に
外
国
船

へ
の
警
戒
の
た
め
沖
ノ
島
の「
島
守
」

に
任
命
さ
れ
た
際
、
大
島
で
日
々
身

を
清
め
て
、
沖
ノ
島
へ
の
出
港
の
タ

৽ݪɾౕ ٶล܈古ࢁ

ԭϊౡ

御嶽山山頂よΓ沖ノ島（ଆ）をΉ

御嶽山山頂よΓभ本土（ೆଆ）をΉ

৴
ڼ
Λ
ͭ
ͳ
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イ
ミ
ン
グ
を
待
っ
て
い
た
こ
と
を
書

き
残
し
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
後
、
沖
ノ
島
に
は
宗
像

大
社
の
神
職
が
交
代
で
島
に
常
駐
し
、

現
在
も
神
職
１
名
が
交
代
で
奉
仕
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
支
え
る
の
は

絶
好
の
漁
場
で
も
あ
る
周
辺
の
海
域

で
漁
を
し
て
き
た
宗
像
地
域
の
漁
師

『ஜ
ㆡㆎ㆜㇓ㆮㆎㆫ

前ࠃଓ
㆞ㆎ

෩
ㆵ

土
ㆩ

記
ㆌ

ෟ
ㆵ

録
㇍ㆎ

』�「大島ਤ」（1797年ɻݸਓଂ）
中ԝに中津宮が࠲する御嶽山、ଆに沖津宮ᴴ拝
所、ւのこ͏ に沖ノ島がඳかれるɻ御嶽宮沖津宮ᴴ拝
所へか͏ ಓもඳかれているɻࢀ

現在の大島

た
ち
で
す
。
彼
ら
は
沖
ノ
島
へ
の
信

仰
も
篤あ

つ
く
、
古
く
か
ら
「
自
分
た
ち

が
島
を
守
っ
て
き
た
」
と
い
う
自
負

を
持
っ
て
、
献
魚
な
ど
を
し
て
豊
漁

や
漁
の
安
全
な
ど
を
願
っ
て
い
ま
す
。

沖
ノ
島
や
宗
像
三
女
神
へ
の
信
仰

を
語
る
上
で
、
大
島
は
特
に
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
島
な
の
で
す
。
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浜
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
下
高
宮

祭
祀
遺
跡
の
あ
る
丘
陵
上
か
ら
は
、

釣
川
や
大
島
、
玄
界
灘
を
望
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
現
在
は
神
域
と
し
て

立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

宗
像
山
の
頂
上
（
上
高
宮
）
か
ら
は

沖
ノ
島
も
望
む
こ
と
が
で
き
た
と
言

い
ま
す
。

宗
像
大
社
辺
津
宮

宗
像
大
社
辺
津
宮
は
、
九
州
本
土

の
釣
川
沿
い
に
立
地
し
ま
す
。
宗
像

大
社
を
構
成
す
る
三
宮
の
一
つ
で
、

宗
像
三
女
神
の
う
ち
市
杵
島
姫
神
が

主
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
て
、
現

在
の
宗
像
大
社
の
神
事
の
中
心
、
宗

像
三
女
神
信
仰
の
拠
点
と
な
っ
て
い

ま
す
。

境
内
は
、
か
つ
て
は
入
海
だ
っ
た

釣
川
を
見
下
ろ
す
丘
陵
（
宗む

な

像か
た

山や
ま

）

の
中
腹
に
、
古
代
祭
祀
が
行
わ
れ
た

下し
も

高た
か

宮み
や

祭
祀
遺
跡
が
あ
り
、
そ
の
麓

に
社
殿
群
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

本
殿
・
拝
殿
だ
け
で
な
く
下
高
宮
祭

祀
遺
跡
を
含
む
空
間
全
体
が
宗
像
大

社
辺
津
宮
の
範
囲
で
す
。

現
在
は
田
園
風
景
の
中
に
た
た
ず

む
辺
津
宮
で
す
が
、
古
代
に
は
近
く

ま
で
入
海
が
迫
っ
て
い
た
よ
う
で
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
辺
津
宮
は
「
海

宗像大社辺津宮本殿・拝殿

宗像大社辺津宮ڥ

ߏ

ࢿ
࢈

宗像ঁࡾ神ͱ৴ڼのܧঝ
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下
高
宮
祭
祀
遺
跡
か
ら
は
、
沖
ノ

島
や
大
島
の
御
嶽
山
か
ら
出
土
し
た

奉
献
品
と
共
通
す
る
土
器
や
滑
石
製

品
が
数
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
７

世
紀
後
半
か
ら
９
世
紀
頃
、
こ
こ
が

祭
祀
の
中
心
的
な
場
だ
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。
高
宮
の
地
は
古

く
か
ら
信
仰
上
重
要
な
地
と
さ
れ
て

き
て
お
り
、
遺
跡
範
囲
の
一
部
は
高

宮
祭
場
と
し
て
整
備
さ
れ
、
現
在
も

社
殿
を
用
い
な
い
神
事
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

辺
津
宮
の
社
殿
は
、
遅
く
と
も
12

世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
記

録
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
す
。
中
世
の

境
内
の
様
子
を
伝
え
る
「
田た

島し
ま
の
み
や宮

社し
ゃ

頭と
う

古こ

絵え

図ず

」
に
よ
れ
ば
、
境
内
は
釣

川
に
接
し
、
三
女
神
を
ま
つ
る
第て

い

一い
ち

宮の
み
や・

第て
い

二に
の
み
や宮・

第て
い

三さ
ん
の
み
や宮を

は
じ
め
と

し
た
社
殿
群
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し

た
。
現
在
の
辺
津
宮
本
殿
・
拝
殿
に

あ
た
る
第
一
宮
で
は
、
沖
ノ
島
（
沖

津
宮
）
の
田
心
姫
神
を
中
心
に
三
女

神
を
合
わ
せ
て
ま
つ
っ
て
い
て
、

「
惣そ

う
社じ
ゃ

」
と
も
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

や
は
り
沖
ノ
島
が
宗
像
大
社
の
信
仰

の
根
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

現
在
の
本
殿
は
１
５
５
７
年
の
焼

失
後
、
最
後
の
大
宮
司
家
当
主
と
な

っ
た
宗
像
氏う

じ

貞さ
だ

が
１
５
７
８
年
に
再

建
し
た
も
の
で
、
拝
殿
は
そ
の
後
筑

Լ高宮祭祀遺跡の一෦古の
まつΓのを࠶現͠た高宮祭と
͠てඋされ、ळق大祭の最ऴ日
（10݄3日）の高宮神

ㆉ㇓

ಸ
ㆪ

උ
ㆳ

祭、
ຖ݄1日・15日の݄࣍祭なͲの神
事がߦΘれているɻ

辺
津
宮
ڥ

ͷ
ྺ
࢙
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前
国
を
治
め
た
小こ

早ば
や

川か
わ

隆た
か

景か
げ

が

１
５
９
０
年
に
再
建
し
た
も
の
で
す

（
と
も
に
国
の
重
要
文
化
財
）。
そ
し

て
本
殿
に
市
杵
島
姫
神
、
第
二
宮
に

沖
津
宮
の
田
心
姫
神
、
第
三
宮
に
中

津
宮
の
湍
津
姫
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
全
国
に
広
ま
っ
た
宗

像
神
信
仰
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
辺
津
宮
は
「
総そ

う
社じ
ゃ

」
と
も
称
さ

れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
１
6
７
５
年
に
は
、

第
３
代
福
岡
藩
主
の
黒
田
光み

つ

之ゆ
き

に
よ

っ
て
、
宗
像
郡
内
の
宗
像
大
社
の
末

社
が
本
殿
を
取
り
囲
む
よ
う
に
並
べ

建
て
ら
れ
、
現
在
の
よ
う
な
境
内
の

構
成
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
造

営
さ
れ
た
末
社
の
社
殿
は
現
在
も
残

っ
て
お
り
、
辺
津
宮
の
境
内
を
特
徴

づ
け
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
頃
は
釣

川
の
あ
る
境
内
東
側
か
ら
本
殿
に
向

か
う
参
道
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
か
つ

て
の
入
海
で
あ
る
釣
川
と
の
深
い
関

わ
り
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

『ஜ前ࠃଓ෩土記ෟ録』「宗像宮」（෦）
（1797年ɻݸਓଂ）
1675年の末社のඋ後のڥがඳかれているɻ

ా島宮社಄古ֆਤ
（17世紀前半頃ɻ宗像大社神ๅؗଂ）
辺津宮をඳいた最も古いֆਤで、中世の
をࢠの༷ڥ る͑ものɻ
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फ૾େࣾͷ෮ڵͷͨΊʹ
����ɺߥഇしͨफ૾େ社ʹ͏ Ұً

きΛऔΓͨ͢Ί݁͞Εͨʮफ૾ਆ社෮ڵ
ձʣɻͦのதظڵफ૾େ社෮ݱձʯʢظ
৺ਓ物ɺफ૾のچ

ㆀㆉ

ؒ
ㆾ

ଜग़Ͱग़ޫ࢈ڵ
のऀۀͰ͋Δग़

ㆂㆧ

ޫ
ㆿㆤ

ࠤ
㆕

ࡾ
㆞ㆄ

ɺࢯɻͨͬͩࢯ
物৺྆໘のԉॿΛ੯し·ͣɺ�ਆ社࢙のฤ

ㆸ㇓

ࢊ
㆕㇓

ɺ

ԭϊౡࡇҨの学ज़ௐࠪɺতのޚӦ
ͳͲɺେ社の෮ڵのͨΊʹ献的ͳྗΛ
ॏͶͨɻޭ͋·Γʹେきいʹ͔͔ΘΒ
ͣɺͦの໊ڥのͲ͜ ʹ͞Εͯいͳいɻ
しいͱ΄ͯͤ͞ඇͰ໊͓લΛ͕ੋ͕࢘ٶ
ΉのͰɺڋͱしͯؤいし͕ͨɺҞΕଟいͱئ͓
のͲ͜ڥ ͔ɺܾしͯਓʹ͔ͭͳい場ॴʹ
໊લΛࠁΈɺͤͨͦ͏ ͩɻ

本殿をऔΓרく末社܈
中世の宗像地Ҭに、௨শ「ࣣेޒ末社」と言Θれるよ͏ に、ଟの末社がଘ在͠てい
たɻ�宗像大宮司家のஅઈ後、ߥ廃͠ていた末社をみかͶたޫాࠇ೭が辺津宮ڥに
߹・ק

㆔ㆄ

祀
㆗

͠たɻ

、て͠ࡍが第三宮ɻ社殿、第60ճ式年ભ宮（1973年）にࠨ、かͬてӈが第二宮
ҏ神宮のผ宮の古殿ࣷがԼࣀされ、第62ճ（2013年）のࡍにも修理がなされたɻ
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宗像大社辺津宮周辺ۭࡱ

辺津宮のڥݩʑೖւに໘͠ていたɻ
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福
津
市
の
勝か
つ

浦う
ら

潟が
た
（
桂
潟
）
と
宗

像
市
を
流
れ
る
釣
川
は
、
か
つ
て
は

大
き
な
入
海
で
し
た
。
砂
州
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
入
海
は
天
然
の
良
港

と
な
り
、
海
と
陸
と
を
つ
な
ぐ
交

通
・
物
流
の
拠
点
と
し
て
地
域
の
繁

栄
を
支
え
ま
し
た
。

宗
像
地
域
に
は
、
４
世
紀
か
ら
７

世
紀
に
か
け
て
築
か
れ
た
約

２
８
０
０
基
も
の
古
墳
が
あ
り
、
そ

の
多
く
は
入
海
に
面
し
た
台
地
や
丘

陵
上
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
特
に
西

の
福
津
市
側
に
は
、
５
世
紀
以
降
、

宗
像
氏
の
首
長
墓
が
勝
浦
潟
に
沿
う

よ
う
に
連
綿
と
築
か
れ
、
北
部
九
州

を
代
表
す
る
古
墳
群
の
一
つ
で
あ
る

津
屋
崎
古
墳
群
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

入
海
に
突
き
出
る
よ
う
な
台
地
上
に

築
か
れ
た
新
原
・
奴
山
古
墳
群
は
そ

の
一
部
で
す
。
か
つ
て
こ
の
海
域
を

行
き
交
っ
た
船
か
ら
も
こ
れ
ら
の
古

墳
群
は
よ
く
見
え
、
地
域
を
支
配
し

た
宗
像
氏
の
存
在
を
象
徴
す
る
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

勝
浦
潟
は
、
塩
田
や
農
地
と
す
る

た
め
に
大
部
分
が
江
戸
時
代
ま
で
に

干
拓
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
も
広
大

な
田
園
風
景
が
往
時
の
面
影
を
伝
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
か
つ
て
の
入
海

の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、
船
を
つ
な
ぎ

止
め
て
お
く
た
め
に
使
わ
れ
た
「
舟

つ
な
ぎ
石
」
が
今
で
も
い
く
つ
か
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

東
の
宗
像
市
側
で
は
、
海
面
の
高

か
っ
た
縄
文
時
代
に
は
現
在
の
宗
像

入
海
と
宗
像
地
域
の
古
地
形

ত30年の辺津宮周辺（『宗像神社史』上רよΓ）
の宗像山から中ԝに৳びるが辺津宮ɻかつてのೖւਫాとࠨ
なΓ、のਫをආけるよ͏ に山麓に集མがܗされているɻ
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फ૾େࣾลٶ
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市
中
心
部
の
釣
川
中
流
域
ま
で
海
が

入
り
込
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
入
海

は
海
面
の
低
下
と
川
の
堆
積
作
用
、

そ
し
て
農
地
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
次

第
に
陸
地
と
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

辺
津
宮
は
そ
の
よ
う
な
入
海
に
突
き

出
た
丘
陵
と
そ
の
麓
に
立
地
し
て
い

ま
し
た
。
地
形
図
か
ら
は
、
こ
の
場

所
は
釣
川
の
中
・
上
流
域
と
下
流
域
、

沿
岸
部
と
を
結
ぶ
結
節
点
に
あ
た
り
、

ま
さ
に
宗
像
地
域
の
人
々
の
信
仰
の

中
心
地
だ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま

す
。

『ஜ前ࠃଓ෩土記ෟ録』「উ
ㆉ ㆤ ㇉

Ӝ嶽
ㆠ㆐

ኂ
ㆪ㇉ㆳㆫ

ւ
ㆄㆿㆮㆪㆉㆿㆡ

中ಓ」（1797年ɻݸਓଂ）
の؛ɻւܠのউӜׁの෩࣌ށߐ
࠭भদݪがଓく「ւ中ಓ」とݺ
れたܠউ地であΓ、ׯ地にԘম
͖のԎが上Γ、֎ւとつながる津
࡚のߓにൕધが集まるɻ

भ本土のߏ࢈ࢿの周辺地ܗ
൫地ਤใをར用ج土地理Ӄࠃ）
͠て「カγϛʔϧ3%」で࡞ɻ高
ࠩを2ഒにڧௐදࣔ）
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中
世
の
宗
像
大
社
と
宗
像
地
域
を

支
配
し
た
宗
像
大
宮
司
家
は
、
古
代

豪
族
宗
像
氏
の
子
孫
と
み
ら
れ
、
盛

ん
な
対
外
交
易
を
行
っ
て
繁
栄
し
ま

し
た
。
当
時
の
宗
像
大
社
で
は
、
年

に
５
９
３
１
回
も
の
神
事
が
行
わ
れ

て
い
た
と
の
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。

福
津
市
在あ

ら

自じ

に
は
、
当
時
入
海
に

面
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
辺
り
に

「
唐と

う

坊ぼ
う

」
と
呼
ば
れ
た
中
国
人
の
居

住
地
が
あ
り
、
国
際
的
な
港
町
だ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
13
世

紀
に
は
、
大
宮
司
家
は
二
代
に
わ
た

っ
て
中
国
南
宋
の
商
人
の
娘
と
婚
姻

関
係
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。

八
万
点
に
及
ぶ
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
奉
献
品
（
全
て
国

宝
）
を
収
蔵
・
展
示
す
る
宗
像
大
社

神
宝
館
に
は
、
当
時
の
中
国
と
の
交

流
を
物
語
る
品
々
も
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
１
１
９
５
年
に
南
宋
で
作
ら
れ
、

大
宮
司
の
父
の
供
養
の
た
め
に
買
い

求
め
ら
れ
た
阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う

石せ
き

は
、
梅ば
い

園え
ん

石せ
き

と
い
う
中
国
寧ニ
ン

波ポ
ー

で
産
出
す

宗
像
大
宮
司
家
と
中
世
の
対
外
交
流

෩ࢠࢰ（石像ݘࠏ）（宗像大社神ๅؗଂ）

Ѩଫܦ石（宗像大社神ๅؗଂ）
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る
石
材
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

１
２
０
１
年
に
辺
津
宮
の
第
三
宮
に

奉
納
さ
れ
た
宋そ

う

風ふ
う

獅し

子し
（
石
製
狛こ
ま

犬い
ぬ
）

も
、
や
は
り
南
宋
で
作
ら
れ
た
精
巧

な
彫
刻
で
す
。
ま
た
、
色し

き

定じ
ょ
う

法ほ
う

師し

一い
っ

筆ぴ
つ
一い
っ

切さ
い

経き
ょ
う（
重
要
文
化
財
）
は
、四
千

巻
を
超
え
る
仏
教
経
典
（
一
切
経
）
を
、

宗
像
大
社
の
社
僧
が
約
40
年
か
け
て

一
人
で
書
写
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で

す
が
、
こ
れ
も
南
宋
の
商
人
の
協
力

の
下
、中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
一
切

経
を
写
し
た
も
の
で
し
た
。

14
～
16
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
に

代
わ
っ
て
朝
鮮
と
の
交
流
が
頻
繁
に

な
り
、
１
４
１
２
年
か
ら
１
５
０
４

年
の
92
年
間
に
46
回
も
の
貿
易
船
を

派
遣
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り

ま
す
。
朝
鮮
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

宗
像
大
宮
司
家
は
大
島
を
本
拠
と
す

る
海
賊
を
掌
握
し
て
い
る
と
も
記
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
力
は
海
の
向
こ
う

ま
で
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

『ւ౦ॾࠃ紀』「ւ౦ॾࠃ૯ਤ」（෦ɻ౦ژ大ֶ史料ฤࢊ所ଂ）
1471年に朝のਃ

ㇹ㈵

॑
ㇻㇰ

स
㈃㈧

がฤ͠ࢊた、日本とླྀٿについてのڀݚ書で、
この地ਤ沖ノ島（「খ࡚ԙ島」）大島（「ԙ島」）がࡌる最も古いものɻ
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宗
像
大
社

沖
津
宮
遙
拝
所

宗
像
大
社
沖
津
宮
遙
拝
所
は
、
沖

ノ
島
か
ら
約
48
㎞
離
れ
た
大
島
の
北

岸
に
あ
る
信
仰
の
場
で
す
。
沖
ノ
島

を
遥
か
遠
く
に
拝
む
、
遥
拝
の
生
き

た
伝
統
を
伝
え
ま
す
。
厳
重
な
禁
忌

な
ど
で
通
常
渡
島
で
き
な
い
沖
ノ
島

の
神
事
を
、
島
に
直
接
渡
る
こ
と
な

く
行
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、

宗
像
大
社
の
一
部
で
す
。

空
気
の
澄
ん
だ
日
に
は
、
こ
こ
か

ら
水
平
線
上
に
は
っ
き
り
と
沖
ノ
島

を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
社

殿
は
沖
ノ
島
の
方
角
を
向
き
、
沖
ノ

島
そ
の
も
の
を
ご
神
体
と
す
る
拝
殿

の
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
現
在
も

毎
年
春
・
秋
の
沖
津
宮
大
祭
は
こ
こ

で
行
わ
れ
、
通
常
は
閉
め
ら
れ
て
い

る
社
殿
の
扉
と
窓
を
開
い
て
神
事
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

少
な
く
と
も
18
世
紀
初
め
ま
で
に

は
こ
の
地
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
海

辺
の
石
段
の
登
り
口
に
は
「
寛か

ん

延え
ん

弐に

年
」（
１
７
４
９
年
）
と
刻
ま
れ
た

「
澳お

き
の
し
ま嶋
拝は
い

所し
ょ

」
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

宗像大社沖津宮ᴴ拝所ɻ現在の社殿、1933年にݐてされたものɻ

宗像大社沖津宮ᴴ拝所社殿（෦）

ߏ

ࢿ
࢈
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名
児
山

御
嶽
山

地
島大

島

宗
像
山

നੴ
উӜ

ౡ
ޱߐ



࡚
神
湊

湯
川
山

孔
大
寺
山

ล宮

中
津
宮

沖ٶ
ᴴഈॴ
ʢؠʣ

ลٶ
ངഈॴ
ʢ࡚ٶʣ

தٶ
ངഈॴʢਆືʣ

沖ٶ
ངഈॴʢޱߐʣ

沖ٶ
ངഈॴ
ʢのࢁಕʣ

対
馬
見
山

在
見
山

宮
地
岳

ԭϊ島ʢԭ宮ʣ

沖
ノ
島
を
遥
か
遠
く
か
ら
拝
む

「
遥
拝
」の
伝
統
は
、大
島
北
岸
の
沖

津
宮
遙
拝
所
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
た

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

九
州
本
土
の
海
岸
や
高
台
、
山
上

に
も
沖
ノ
島
を
望
む
こ
と
が
で
き
る

地
点
が
あ
り
、
中
に
は
か
つ
て
遥
拝

所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
場
所
も
あ
り

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
宗
像
市
の

神こ
う
の
み
な
と

湊
の
浜
辺
（
江
口
浜
の
周
辺
）
に

沖
津
宮
と
中
津
宮
へ
の
遥
拝
所
が
そ

れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
、
福
岡
藩
主
が
領

内
の
巡
見
の
際
、
辺
津
宮
を
参
拝
し

た
後
に
両
宮
を
遥
拝
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
な
お
、
大
島
の
南
東
側

の
宮
崎
と
い
う
地
区
に
は
、
か
つ
て

辺
津
宮
へ
の
遥
拝
所
が
あ
り
ま
し
た
。

沖
ノ
島
だ
け
で
な
く
、
海
で
隔
て
ら

れ
た
宗
像
大
社
の
三
宮
へ
の
信
仰
は
、

遥
拝
に
よ
っ
て
互
い
に
結
ば
れ
て
い

た
の
で
す
。

宗
像
地
域
の
人
々
は
、
遥
か
彼
方

の
沖
ノ
島
に
神
の
気
配
を
感
じ
つ
つ
、

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
海
上
安
全
、

豊
漁
祈
願
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全

な
ど
様
々
な
意
味
を
込
め
て
沖
ノ
島

を
遥
拝
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、

大
島
の
漁
師
の
妻
は
、
沖
ノ
島
で
漁

を
す
る
夫
の
無
事
を
願
い
、
沖
津
宮

遙
拝
所
か
ら
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
と

言
い
ま
す
。
本
土
側
で
も
、
か
つ
て

は
「
沖
ノ
島
籠ご

も
り
」
と
呼
ば
れ
る
風

習
が
あ
り
ま
し
た
。
田
植
え
が
終
わ

っ
た
夏
頃
に
、
集
落
近
く
の
沖
ノ
島

が
見
え
る
浜
辺
や
高
台
な
ど
に
籠
も

り
、
神み

き酒
や
赤
飯
な
ど
を
お
供
え
し

遥
拝
の
伝
統

ਆ信仰ʹؔ͢Δफ૾Ҭのངഈॴɺངഈঁࡾ
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て
、
田
植
え
が
無
事
終
わ
っ
た
こ
と

へ
の
感
謝
や
無
病
息
災
を
願
っ
た
の

で
す
。
ま
た
、
沿
岸
部
か
ら
山
を
隔

て
た
福
津
市
の
手て

光び
か
と
い
う
集
落
で

も
、
か
つ
て
疫
病
が
流
行
し
た
際
、

沖
ノ
島
が
見
え
る
竹
の
山
と
い
う
峠

に
遥
拝
所
を
設
け
て
祈
り
を
捧
げ
、

村
が
救
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
ほ
か
宗
像
地
域
以
外
で
も
、

遥
拝
の
伝
承
や
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
北
九
州
市

の
北
西
部
、
若
松

区
小お

竹だ
け
の
白
山
神

社
近
く
に
石
の
祠

ほ
こ
ら

が
残
さ
れ
る
沖
津

宮
遥
拝
所
址
は
、

今
は
森
に
包
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
か

つ
て
は
沖
ノ
島
を

望
ん
で
い
た
と
み

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
は

福
岡
城
下
町
の
荒あ

ら
津つ

山や
ま

（
福
岡
市
西

公
園
）
や
魚う

お

町ま
ち
（
福
岡
市
赤
坂
付

近
）
に
も
沖
津
宮
遥
拝
所
が
設
け
ら

れ
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
荒

津
山
の
遥
拝
所
は
第
6
代
福
岡
藩
主

の
黒
田
継つ

ぐ

高た
か
が
設
け
た
も
の
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
沖
ノ
島
へ
の

遥
拝
所
は
各
地
に
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
探

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「ԬԼொ・തଟ・近ྡ古ਤ」（෦ɻ1812年ࣸɻभ大ֶෟଐਤ書ؗଂ）
のິの෦に「澳津嶋御ང拝所ᅿɻੋϋ҆Ӭ（1772（津山ߥ）山ށߥ ～ 1781）年ܧ高܅沖ノ嶋Ϯ
御ང拝༗͠所」と記されているɻたͩ͠、ここから沖ノ島が͑ݟたのかఆかでないɻ

「沖ノ島Γ」像ਤɹΠϥετʗງ出ଠ一
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現
在
に
至
る
ま
で
信
仰
が
受
け
継

が
れ
て
い
る
こ
と
が
本
遺
産
群
の
大

き
な
魅
力
の
一
つ
で
、
そ
の
こ
と
な

く
し
て
沖
ノ
島
の
奇
跡
的
な
古
代
祭

祀
遺
跡
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

遥
拝
の
伝
統
や
禁
忌
の
ほ
か
に
、

現
代
の
宗
像
三
女
神
信
仰
を
象
徴
す

る
の
が
「
み
あ
れ
祭
」
で
す
。
宗
像

大
社
最
大
の
お
祭
り
で
あ
る
秋
季
大

祭
の
初
日
、
毎
年
10
月
１
日
に
行
わ

れ
る
神
迎
え
の
神
事
で
、
沖
津
宮
、

中
津
宮
、
辺
津
宮
の
宗
像
三
女
神
の

御み

霊た
ま

が
年
に
一
度
、
辺
津
宮
に
そ
ろ

い
ま
す
。

「
み
あ
れ
祭
」
の
ル
ー
ツ
で
あ
る

中
世
の
「
御み

長な
が

手て

神し
ん

事じ

」
で
は
、
春

夏
秋
冬
の
年
４
回
、
沖
ノ
島
の
竹
で

作
っ
た
長
い
旗
竿
を
島
の
神
（
田
心

姫
神
）
の
象
徴
と
し
て
、
沖
津
宮
を

本
社
と
す
る
辺
津
宮
第
一
宮
（
44
頁

参
照
）
に
迎
え
入
れ
ま
し
た
。
江
戸

時
代
に
も
、
沖
津
宮
の
祭
祀
を
司

つ
か
さ
ど

っ
て
い
た
大
島
の
一
ノ
甲
斐
河
野
家

が
、
年
に
二
回
沖
ノ
島
に
渡
島
し
て

例
祭
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。「
み
あ

れ
祭
」
は
、
こ
う
し
た
三
宮
一
体
で

沖
ノ
島
へ
の
信
仰
を
伝
え
て
き
た
宗

像
大
社
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
、

１
９
6
２
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

三
女
神
の
長
姉
で
あ
る
沖
津
宮
の

田
心
姫
神
の
御
霊
は
、
大
島
の
氏
子

た
ち
に
よ
っ
て
、
祭
り
に
先
立
っ
て

沖
ノ
島
か
ら
い
っ
た
ん
大
島
の
中
津

宮
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
祭
り

の
当
日
、
中
津
宮
の
湍
津
姫
神
と
と

も
に
、
本
土
の
末ま

つ
妹ま
い

、
市
杵
島
姫
神

現
在
の
信
仰
と
み
あ
れ
祭

みあれ祭ւ上神ɻ宗像ࣣӜのړધ
ඦ੭によΓ、大島から本土の神ືで
つ٩ࢢ島ඣ神のもとへ、ా ৺ඣ神と
ᕗ津ඣ神がܴ ら͑れるɻ
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が
待
つ
神
こ
う
の
み
な
と湊
へ
向
け
て
海
上
神し
ん

幸こ
う

を
行
う
の
で
す
。
沖
津
宮
と
中
津
宮

の
女
神
を
載
せ
た
二
隻
の
御ご

座ざ

船ぶ
ね
と

先
導
船
を
先
頭
に
、
宗
像
地
域
の
各

漁
港
、「
宗
像
七
浦
」か
ら
集
ま
っ
た

漁
船
数
百
隻
に
よ
る
大
船
団
が
、
玄

界
灘
に
ひ
し
め
き
ま
す
。

海
は
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
母

な
る
存
在
で
す
が
、
時
に
荒
れ
狂
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
宗
像
の
漁
師
た

ԭϊౡؒ
େౡのࢣړʹͱͬ ͯɺԭϊౡࠓੲྑい

֫物্͕͕Δઈのړ場Ͱ͋Δɻし͔しɺの
ଟいɻҰଳݥةʹړいԭϊౡपลͰのߴ
ͰړΛ͢ΔͨΊʹɺ͋ΔҰఆのج४のΑ͏ ͳ
のΛʮԭϊౡؒʯͱい͏ͪͨࢣړのؒͰܾ
ΊͯいΔͦ ͏ͩ ɻ
ԭϊౡؒڠړʹॴଐ͢ΔࢣړͳΒ୭Ͱ
ೖΕΔɺͱい͏Θ͚Ͱͳいɻړૢધのٕྔ
ͪ ΖんɺਓฑͳͲΛଞの͔ͪͨࢣړΒೝΊ
ΒΕͨऀͰͳ͚Εɺͦの֨ࢿಘΒΕͳいɻ
γέͰ͕ړͰきͳいͱきౡのਗ਼Λ͢Δͱい

͏ɻัͬͨڕ͓ٶ献্しɺʑのँײܽ
͔ ͳ͞いɻౡののΛؼͪ࣋ΔͳͲͬ ͯの΄
͔ɻւʹු͔んͩのࢬͰ え͞ɺऔΔのΛͨΊ
Β͏ɻʮしͨΒΠΧϯͯݴΘΕΔ͜ͱΛしͨΒ
lෆ
ㆈㆂ㇏㆚㆕ㆾ

ͲϯࢠzのᜁΓͱ͔όν͕ͨΔͯɺ༷ݴ
ΒΑ͏͔࣌ ฉ͔͞ΕΑͬ ͨͰ͢んʯɻ
ԭϊౡؒのͪͨࢣړɺԭϊౡのւΛʮਆ
༷のւʯͩͱͯͬࢥいΔɻࣗͨͪͦのਆ
ͳྖҬͰܙΈΛत͔ͬͯいΔのͩͱɺ൴Βཧ
۶ൈきʹ ཧղしͯいΔのͩɻ

ち
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
海
の
守

り
神
で
あ
る
沖
ノ
島
や
宗
像
三
女
神

は
特
別
な
存
在
で
す
。
大
漁
旗
を
な

び
か
せ
玄
界
灘
を
進
む
漁
船
団
の
姿

は
壮
観
で
、
古
代
に
玄
界
灘
を
舞
台

に
活
躍
し
た
宗
像
氏
の
船
団
の
姿
を

彷ほ
う

彿ふ
つ
と
さ
せ
ま
す
。

古
代
か
ら
沖
ノ
島
に
見
守
ら
れ
て

き
た
宗
像
地
域
の
人
々
の
歴
史
は
、

こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
き
ま
す
。

大島のࢣړが所༗するړધに、宗像
大社の御神ࡳがషられているɻړにৗ
に໋のݥةがつ ま͖と͏ ɻΏ͑に神を͡ײ、
神にݟकられながらધを出すɻ
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信仰の伝統を生み出し、
受け継いできた人々

信
仰
の
場

信
仰
の
継
承

〈
年
表
〉

信
仰
の
担
い
手
の
物
証

信仰の場
信仰の担い手の物証

考古学的証拠
文献記録 社殿

古代中世近世近現代

社殿についての記録［1784年］

現在の社殿の造営
［1933年］

宗像氏
大宮司家

宗像地域の人々氏子／地元漁師
神職 社家

「神宿る島」への崇拝
宗像三女神への信仰

沖ノ島の古代祭祀が始まる
［4世紀後半～］

1号遺跡の土器皿［10～19世紀］

宗像独自の奉献品を用いた祭祀が
三カ所で始まる［7世紀後半］

禁忌についての記録
［17世紀前半］

大島の岩瀬から沖ノ島が拝される
［1705年頃］

御嶽山の土器皿［10～17世紀］中世の銭貨［11世紀］

本殿周辺の瓦［10～14世紀］および
中世の土器と近世の陶器［10～19世紀］

1号遺跡周辺の土器皿［12～15世紀］

宗像氏が崇拝する三女神をまつる
三宮について、日本最古の歴史書で
言及される［712・720年］

三女神へ朝廷から位が授けられる
［850～889年］

辺津宮の第一宮、
第二宮、第三宮に
ついての記述
［1201～1277年］

沖ノ島および大島が
宗像大社の領地であるとの記述
［1334年］

御長手神事についての記録
［14世紀前半］

みあれ祭の開始
［1962年］

三女神をまつる宗像大社のことが
政府の法規集『延喜式』に記される［927年］

えん　ぎ　しき

三女神へ朝廷から最高の位が授けられる
［941～979年頃］

宗像氏が古墳を築く［5～6世紀］追葬［7世紀］

廃れた社殿を修理する（後世の史料によるもの）［776年］社殿についての確実な記録［1119年］

末社についての記録
［1368年］第一宮本殿（現在の辺津宮本殿）の造営［1578年］

第一宮拝殿（現在の辺津宮拝殿）の造営［1590年］

末社についての記録
［1368年］

現在の本殿の造営
［17世紀後半］

御嶽山山頂の上宮と
麓の本社についての記録
［1556年］

社殿についての記録
［1585年］

御嶽山出土の近世銭貨［17～19世紀］

宗像氏の首長についての記述
［7世紀後半～］

宗像大宮司家についての記述
［10世紀後半～16世紀後半］

社家についての記述
［16世紀後半～］

現在の本殿および
拝殿の造営［1932年］

社殿についての記録
［1644年］

「澳嶋拝所」の石碑［1749年］
沖ノ島についての
最古の記述

宗
像
大
社
沖
津
宮

宗
像
大
社
中
津
宮

宗
像
大
社
辺
津
宮

新
原
・
奴
山
古
墳
群

宗
像
大
社

沖
津
宮
遙
拝
所
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信仰の伝統を生み出し、
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信
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の
場

信
仰
の
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承

〈
年
表
〉

信
仰
の
担
い
手
の
物
証

信仰の場
信仰の担い手の物証

考古学的証拠
文献記録 社殿

古代中世近世近現代

社殿についての記録［1784年］

現在の社殿の造営
［1933年］

宗像氏
大宮司家

宗像地域の人々氏子／地元漁師
神職 社家

「神宿る島」への崇拝
宗像三女神への信仰

沖ノ島の古代祭祀が始まる
［4世紀後半～］

1号遺跡の土器皿［10～19世紀］

宗像独自の奉献品を用いた祭祀が
三カ所で始まる［7世紀後半］

禁忌についての記録
［17世紀前半］

大島の岩瀬から沖ノ島が拝される
［1705年頃］

御嶽山の土器皿［10～17世紀］中世の銭貨［11世紀］

本殿周辺の瓦［10～14世紀］および
中世の土器と近世の陶器［10～19世紀］

1号遺跡周辺の土器皿［12～15世紀］

宗像氏が崇拝する三女神をまつる
三宮について、日本最古の歴史書で
言及される［712・720年］

三女神へ朝廷から位が授けられる
［850～889年］

辺津宮の第一宮、
第二宮、第三宮に
ついての記述
［1201～1277年］

沖ノ島および大島が
宗像大社の領地であるとの記述
［1334年］

御長手神事についての記録
［14世紀前半］

みあれ祭の開始
［1962年］

三女神をまつる宗像大社のことが
政府の法規集『延喜式』に記される［927年］

えん　ぎ　しき

三女神へ朝廷から最高の位が授けられる
［941～979年頃］

宗像氏が古墳を築く［5～6世紀］追葬［7世紀］

廃れた社殿を修理する（後世の史料によるもの）［776年］社殿についての確実な記録［1119年］

末社についての記録
［1368年］第一宮本殿（現在の辺津宮本殿）の造営［1578年］

第一宮拝殿（現在の辺津宮拝殿）の造営［1590年］

末社についての記録
［1368年］

現在の本殿の造営
［17世紀後半］

御嶽山山頂の上宮と
麓の本社についての記録
［1556年］

社殿についての記録
［1585年］

御嶽山出土の近世銭貨［17～19世紀］

宗像氏の首長についての記述
［7世紀後半～］

宗像大宮司家についての記述
［10世紀後半～16世紀後半］

社家についての記述
［16世紀後半～］

現在の本殿および
拝殿の造営［1932年］

社殿についての記録
［1644年］

「澳嶋拝所」の石碑［1749年］
沖ノ島についての
最古の記述

宗
像
大
社
沖
津
宮

宗
像
大
社
中
津
宮

宗
像
大
社
辺
津
宮

新
原
・
奴
山
古
墳
群

宗
像
大
社

沖
津
宮
遙
拝
所
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０
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０
０
３
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平
成
15
年
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２
０
０
６
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平
成
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２
０
０
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平
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０
０
９
年（
平
成
21
年
）

２
０
１
０
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０
１
２
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平
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５
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０
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６
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０
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７
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エ
ピ
ロ
ー
グ

守
り
、伝
え
る
。

沖
ノ
島
へ
の
信
仰
は
、今
も
続
い
て
い
る
。

漠
然
と
し
た
想
い
で
は
、決
し
て
続
か
な
か
っ
た
。

守
ろ
う
、伝
え
よ
う
と
す
る

人
々
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

信
仰
は
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
理
屈
や
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

人
々
の
暮
ら
し
に
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
お
り
、

信
仰
を
育
ん
だ
風
景
が
残
さ
れ
て
き
た
。
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世
界
文
化
遺
産
と
は
、

人
類
の
歴
史
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、

過
去
か
ら
現
在
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た

か
け
が
え
の
な
い
宝
物
の
こ
と
で
あ
る
。

「
神
宿
る
島
」宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群

―

神
社
や
古
墳
な
ど
の
存
在
だ
け
が
そ
の
価
値
で
は
な
い
。

変
わ
ら
ぬ
自
然
と
風
景
、

そ
し
て
現
在
も
受
け
継
が
れ
る
伝
統
が
あ
っ
て
こ
そ
、

千
数
百
年
培
わ
れ
た
価
値
が
今
に〝
生
き
る
”。

こ
の
人
類
の
宝
を

次
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、

今
を
生
き
る
我
々
の
責
務
で
あ
る
。
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