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「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
行
き
こ
う
年
も
ま
た

旅
人
な
り
」
と
は
芭
蕉
の
俳
諧
紀
行
『
奥
の
細
道
』
の

一
節
で
す
が
、
私
共
も
「
歴
史
街
道
」
を
旅
す
る
旅
人

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
六
年
の
歳
月
、
旅
を
続
け
て
ま
い

り
ま
し
た
。
そ
の
歳
月
は
長
い
よ
う
で
も
あ
り
、
短
い

歳
月
で
あ
り
ま
し
た
。多
く
の
歴
史
的
資
源
に
恵
ま
れ
、

多
く
の
区
民
の
皆
様
の
温
か
い
ご
声
援
を
受
け
、
こ
の

旅
を
続
け
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
東
区
歴
史
街
道
を
往
くvol

３
」
を
、
お
手
元
に

お
届
け
で
き
ま
す
こ
と
、
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
新
し
い
、
よ
り
深
み
の
あ

る
歴
史
的
情
報
を
発
信
し
、
新
し
く
東
区
に
来
ら
れ
た

方
に
も
、
永
く
お
住
ま
い
の
方
に
も
、
我
が
町
の
素
晴

ら
し
さ
と
親
し
み
を
一
層
感
じ
て
頂
き
「
楽
し
く
・
住

み
よ
い
東
区
づ
く
り
」
に
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い
出
来

れ
ば
と
願
う
も
の
で
す
。

　

最
後
に
本
書
の
発
刊
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
を
賜
り
ま

し
た
日
下
部
修
東
区
長
を
は
じ
め
、
関
係
課
、
諸
機
関
・

団
体
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

東
区
歴
史
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
会
（
愛
称
・

さ
ん
ぽ
会
）
は
、
多
く
の
歴
史
的
資
源
に
恵
ま
れ
た
東

区
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
東
区
の
歴
史
に
触
れ
、
地
域

に
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
平
成
21
年
4
月

に
発
足
し
、
東
区
の
魅
力
発
信
に
大
い
に
寄
与
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
会
か
ら
原
稿
や
写
真
を
ご
提
供
い
た
だ
い

て
い
る
「
歴
史
さ
ん
ぽ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
お
す
す
め

ス
ポ
ッ
ト
」
は
、
平
成
21
年
5
月
市
政
だ
よ
り
東
区
版

に
て
連
載
を
し
て
か
ら
、６
年
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
、
そ
の
連
載
を
取
り
ま
と
め
た
「
東
区
歴
史
街
道

を
往
く
」
を
、
平
成
23
年
３
月
の
初
刊
か
ら
３
冊
目
の

「
東
区
歴
史
街
道
を
往
くvol

３
」
と
し
て
作
成
い
た

し
ま
し
た
。
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
情
報
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
、ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

最
後
に
、
本
書
の
発
行
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
い
た
だ

き
ま
し
た
さ
ん
ぽ
会
の
古
賀
会
長
を
は
じ
め
、
会
員
の

皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

『ボランティアのおすすめスポット』
冊子発行によせて

あいさつ

「
さ
ん
ぽ
会
」
会
長　

古
賀　

偉
郞

東
区
長　

日
下
部　

修

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・
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志
賀
海
神
社
は
、
海
の
守
護
神
、

綿わ
た
つ
み
の
か
み

津
見
神
を
ま
つ
る
全
国
の
総
本
社

で
、
古
代
よ
り
海
を
な
り
わ
い
と
す
る

人
々
の
信
仰
が
あ
つ
く
、
創
建
は
古
く

９
６
７
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
延
喜
式
神

名
帳
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

神
は
不
浄
を
嫌
う
と
さ
れ
、
死
と
血

を
穢け
が

れ
と
し
神
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
神か
み

忌い

み
と
い
い
ま
す

が
、
志
賀
島
の
総
鎮
守
で
あ
る
同
社
を

中
心
と
し
て
、
島
の
人
々
の
神
忌
み
に

は
興
味
深
い
面
が
あ
り
ま
す
。

　

昔
、
氏う
じ
こ子
の
神
忌
み
の
一
種
に
肉
親

が
死
亡
し
た
場
合
、
家
族
と
別
に
火か
し
ょ
く食

す
る
「
別べ
っ
か火
」
の
風
習
が
あ
り
、
こ
れ

を
「
セ
セ
ー
ラ
」
と
い
い
ま
し
た
。
屋

外
に
「
セ
セ
ー
ラ
小
屋
」
を
建
て
、
父

母
死
亡
の
場
合
、
別
火
の
75
日
の
う
ち

20
日
間
こ
の
小
屋
で
寝
食
し
３
年
３
カ

月
神
社
内
に
立
ち
入
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
現
在
、
別
火
は
な
く
父
母
の
場
合

は
13
カ
月
神
社
内
へ
の
立
ち
入
り
を
遠

慮
す
る
な
ど
血
縁
に
よ
り
細
か
く
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
、
棺
は
神
社

正
面
の
参
道
を
通
る
こ
と
が
で
き
ず
、

や
む
を
得
ぬ
と
き
は
白
布
で
神
社
側
を

隠
す
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
厳
し

い
神
忌
み
は
、
綿
津
見
神
へ
の
信
仰
の

あ
つ
さ
、
深
さ
の
証
で
あ
り
、
海
を
な

り
わ
い
と
し
て
き
た
島
の
歴
史
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

古
賀　

偉
郞

神
と
生
き
る
島
～
志
賀
海
神
社
（
志
賀
島
）

志賀海神社本殿

和
白
・
相
ノ
浦
「
神
功
皇
后
御
繋
船
」　

（
下
和
白
）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

二見岩潮見公園

勝馬小

沖津宮
中津宮

金印公園

志賀島小
志賀島
旅客待合所

蒙古塚

志賀海神社
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北
部
九
州
に
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い

る
神じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

功
皇
后
の
伝
説
の
一
つ
を
紹
介
し

ま
す
。

　

昔
の
和
白
地
区
は
、
大
部
分
が
博
多

湾
の
遠
浅
の
干
潟
で
、
博
多
へ
の
海
上

輸
送
の
港
と
し
て
勝
ケ
崎
（
現
・
和
白

五
丁
目
福
岡
朝
鮮
初
級
学
校
付
近
）
を

北
へ
回
っ
た
所
に
「
相
ノ
浦
」
が
あ
り

ま
し
た
。　

 
  

神
功
皇
后
は
、
出
征
の
際
、
船
で
香

椎
の
浦
を
離
れ
る
と
急
に
南は

え風
が
吹
き

出
し
た
た
め
、
海
が
し
け
る
こ
と
を
予

想
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
博
多
湾
を

出
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
て
相
ノ
浦
へ
船

を
入
れ
、
し
ば
ら
く
舟
遊
び
や
魚
釣
り

を
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
船
を
つ
な
い
だ
と
い
わ
れ

る
「
船
繋
の
松
」
と
称
す
る
大
き
な
老

松
が
明
治
の
こ
ろ
ま
で
あ
り
、
そ
の
場

所
に
「
神
功
皇
后
御
繋
船
遺
跡
」
碑
が

昭
和
16
年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
傍
ら
に
は
神
功
皇
后
に
ゆ
か
り

が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
八
角
の
井
戸
が

あ
り
、
少
し
道
を
登
っ
た
所
に
は
香
椎

神
社
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
神
功
皇
后
伝
説
か
ら
、
人
々
は

こ
の
地
を
「
南は
え
の
う
ら

風
ノ
浦
」
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
が
、こ
れ
が
訛な
ま

っ
て
「
相
ノ
浦
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

門　

靖
夫

「
神
功
皇
后
御
繁
船
遺
跡
」
の
碑

和
白
・
相
ノ
浦
「
神
功
皇
后
御
繋
船
」　

（
下
和
白
）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

 

和
白
通
り

至新宮

至箱崎

至三苫

至志賀島

和白交差点

神功皇后御繋船
遺跡の碑

 

西
鉄
貝
塚
線

JR 海の中道線
西
鉄
和
白
駅

和
白
駅



6

　

馬
出
小
学
校
に
残
る
旧
福
岡
市
動
植

物
園
の
ゾ
ウ
の
門
柱
が
平
成
25
年
３
月

に
市
の
登
録
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

　

福
岡
市
に
お
け
る
初
め
て
の
市
立
動

物
園
は
、
昭
和
８
年
８
月
に
東
公
園
に

開
園
し
ま
し
た
。
昭
和
天
皇
の
即
位
の

記
念
事
業
と
し
て
、
市
民
の
寄
付
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。
動
物
園

の
正
門
に
は
今
回
登
録
文
化
財
に
な
っ

た
ゾ
ウ
の
門
柱
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

門
柱
は
、
世
界
的
に
有
名
な
ド
イ
ツ
の

ハ
ー
ゲ
ン
ベ
ッ
ク
動
物
園
の
門
を
模
し

て
造
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

園
内
に
は
、
ゾ
ウ
を
は
じ
め
ラ
イ
オ

ン
、
熊
、
オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど
の
獣
類
65

種
、
ク
ジ
ャ
ク
な
ど
の
鳥
類
１
２
４
種

と
充
実
し
た
施
設
で
し
た
。

　

昭
和
15
年
ご
ろ
ま
で
は
、
観
覧
者

の
数
も
毎
年
増
加
し
、
１
日
平
均

１
１
３
０
人
ほ
ど
の
入
園
者
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
激
化
に

伴
い
観
覧
者
は
激
減
し
、
加
え
て
飼
料

不
足
や
空
爆
に
よ
る
獣
舎
の
破
壊
を
恐

れ
て
猛
獣
類
を
射
殺
す
る
こ
と
に
な

り
、
つ
い
に
昭
和
19
年
５
月
に
閉
園
と

な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
当
時
オ
ッ
ト
セ
イ
の
池
の
中

に
あ
っ
た
朱
塗
り
の
六
角
堂
は
、
現
在

大
濠
公
園
に
浮
見
堂
と
し
て
移
設
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

山
辺　

信
男　

旧 

福
岡
市
動
物
園　

（
馬
出
）

香
椎
宮
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト　

（
香
椎
宮
）

馬出小学校に残るゾウの門柱

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

旧福岡市動物園

博多女子高

馬出小

福岡県
警察本部

東公園

県庁

博多女子中

九
大
病
院

至
箱
崎

至
天
神

J
R
吉
塚
駅

N

馬
出
九
大
病
院
前
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１
８
０
０
年
の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る

香
椎
宮
に
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
わ

れ
る
場
所
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
不
老
長
寿
の
霊
力
が
あ
る
と

伝
え
ら
れ
る
「
不
老
水
」。
５
代
の
天

皇
に
仕
え
た
と
い
わ
れ
る
武た
け
の
う
ち
す
く
ね

内
宿
禰

は
、
不
老
水
を
用
い
た
食
事
を
献
上
し

天
皇
の
長
寿
に
貢
献
し
ま
し
た
。
宿
禰

自
身
も
３
０
０
有
余
歳
の
長
寿
を
得
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
不
老
水
は
昭
和

60
年
に
日
本
名
水
百
選
に
選
ば
れ
ま
し

た
が
、
湧
出
量
が
減
っ
た
た
め
、
香
椎

宮
で
は
少
し
で
も
多
く
の
方
が
不
老
水

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
と
開
門
時
間
や
取

水
量
の
制
限
に
協
力
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

　

次
に
、
ご
神
木
「
綾
杉
」。
神
功
皇

后
が
親
征
か
ら
帰
国
後
、
三
種
の
宝
を

こ
の
地
に
埋
め
て
「
永と

わ遠
に
本み
く
に朝
を
鎮

護
す
べ
し
」
と
祈
念
し
、
よ
ろ
い
の
肩

の
杉
枝
を
挿
し
た
の
が
大
木
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
約

１
４
０
０
年
後
、
綾
杉
は
香
椎
宮
と
共

に
島
津
の
兵
に
焼
か
れ
ま
し
た
が
、
新

し
い
芽
を
吹
き
力
強
く
生
き
続
け
、
逆

境
に
強
く
生
き
る
パ
ワ
ー
を
放
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の

た
め
に
香
椎
宮
を
参
拝
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

開
田　

正
則

香
椎
宮
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト　

（
香
椎
宮
）

香椎宮の「不老水」

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

綾 杉

不老水

香椎宮

香椎宮前 西鉄香椎
西鉄貝塚線

勅使道

JR香
椎線

JR鹿児島
本線

JR香椎駅

JR香椎
神宮駅
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大
正
９(

１
９
２
０)
年
４
月
、
電

力
需
要
の
高
ま
り
に
よ
り
、
名
島
火
力

発
電
所
が
稼
働
を
開
始
し
ま
し
た
。
そ

の
立
地
条
件
は
、
四
つ
で
し
た
。
一
つ

目
は
、
燃
料
と
な
る
石
炭
の
産
出
量
が

豊
富
な
糟
屋
炭
田
や
姪
浜
、
西
戸
崎
炭

鉱
が
近
く
に
あ
り
、
鉄
道
・
船
舶
で
の

輸
送
が
便
利
な
こ
と
。
二
つ
目
は
、
ボ

イ
ラ
ー
に
利
用
す
る
水
に
は
、
多
々
良

川
か
ら
の
水
が
豊
富
に
供
給
で
き
る
こ

と
。
三
つ
目
は
、
海
岸
に
近
く
、
冷
却

水
に
海
水
を
使
用
で
き
る
こ
と
。
そ
し

て
四
つ
目
は
、
電
力
の
消
費
地
で
あ
る

福
岡
市
に
近
い
こ
と
で
す
。

　

名
島
火
力
発
電
所
は
、
最
大
出
力

１
万
㎾
２
本
の
煙
突
で
営
業
を
開
始
し

ま
し
た
。
５
年
後
の
大
正
14
年
に
は
、

最
大
出
力
４
万
㎾
61
㍍
の
煙
突
４
本
を

備
え
た
東
洋
一
の
火
力
発
電
所
と
な
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年

に
老
朽
化
に
よ
り
廃
止
さ
れ
ま
す
。
営

業
を
開
始
し
て
以
来
、
41
年
の
輝
か
し

い
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。
象
徴
で
あ
る

４
本
の
煙
突
も
昭
和
37
年
に
姿
を
消
し

ま
し
た
。

　

そ
の
跡
地
は
県
営
名
島
運
動
公
園
と

な
り
、
園
内
に
は
当
時
を
し
の
ぶ
記
念

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

池
間　

夏
子　

　
　
　

東
洋
一
を
誇
る
名
島
火
力
発
電
所　

（
名
島
）

四
社
神
社
と
和
白
塩　

（
塩
浜
）

名島火力発電所（昭和 5 年 8 月）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

名島公民館

名島西公園
(記念碑 )

３
号
線

福
岡
都
市
高
速

JR
鹿
児
島
本
線

西鉄
貝塚
線

名島
駅

発電所跡
(県営名島運動公園）
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四
社
神
社
は
東
区
塩
浜
一
丁
目
に
鎮

座
し
、
由
緒
書
き
に
よ
る
と
御
祭
神

は
、
神
功
皇
后
、
志
賀
三
神
、
住
吉
三

神
、
そ
し
て
「
塩
」
の
神
様
で
あ
る

「
塩
し
お
つ
ち
の
お
き
な
の
か
み

土
翁
神
」  

の
４
神
で
す
。

　

　

四
社
神
社
が
あ
る
塩
浜
の
地
は
「
昔
、

塩
釜
の
浦
、塩
焼
き
の
浜
と
称
さ
れ
た
」

と
同
社
の
由
緒
書
き
に
記
さ
れ
、
三
苫

水
道
と
い
わ
れ
る
博
多
湾
の
奥
の
出
入

り
口
で
し
た
。

　

１
５
０
０
年
頃
に
は
、
個
人
に
よ
る

「
塩
」
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
黒
田
藩
は

「
塩
は
米
に
次
ぐ
産
物
で
あ
る
。
塩
な

く
て
人
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
製
塩
に

力
を
入
れ
、
家
臣
の
大
野
忠
右
衛
門
貞

勝
に
命
じ
て
１
７
０
３
年
に
は
塩
田
を

30
町
歩
（
約
30
㌶
）
開
き
、
塩
浜
地
区

を
創
立
し
ま
し
た
。

  

貞
勝
は
、
石
を
焼
く
、
釜
を
た
く
煙

が
立
ち
登
っ
て
い
く
様
子
を
現
在
の
西

公
園
（
中
央
区
）
か
ら
眺
め
、
次
の
よ

う
な
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

「
み
ち
の
く
も　

さ
な
が
ら
近
き
塩
か

ま
の　

け
ぶ
り
に
つ
づ
く
海
の
中
道
」

　

神
社
前
付
近
は
「
塩
取
り
の
浜
」
と

呼
ば
れ
、
品
質
の
秀
れ
た
「
和
白
塩
」

を
作
る
筑
前
屈
指
の
産
塩
地
と
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
も
今
か
ら

約
百
年
前
に
幕
を
閉
じ
た
の
で
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

田
中　

澄
人　

四
社
神
社
と
和
白
塩　

（
塩
浜
）

四社神社

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

塩田跡

四社神社 香椎神社

西福寺

新開築堤
記念碑

JR香
椎線

奈多
駅

和
白
駅

J
R
鹿
児
島
本
線
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「
蒙
古
塚
」
は
志
賀
島
西
側
の
小
字

名
「
首
切
れ
」
と
い
う
所
に
あ
り
ま

す
。
日
本
征
服
を
目
指
す
元
は
、
鎌
倉

時
代
に
２
度
に
わ
た
り
北
部
九
州
に
侵

攻
し
、
そ
の
う
ち
の
１
２
７
４
年
の
文

永
の
役
で
は
２
万
８
千
人
の
将
兵
と

９
０
０
隻
の
元
軍
が
博
多
に
押
し
寄

せ
、
新
兵
器
使
用
と
集
団
戦
法
に
よ
り

街
を
焼
き
尽
く
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

そ
の
夜
の
突
然
の
暴
風
雨
に
よ
る
軍
船

の
退
散
時
に
志
賀
島
に
難
破
漂
着
し
た

元
の
将
兵
２
０
０
余
人
が
こ
の
地
で
処

刑
さ
れ
た
た
め
「
首
（
切
）
塚
」
と
称

す
る
五
輪
塔
や
墓
石
な
ど
が
地
元
の
人

の
手
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
後
長
い
間
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
荒

廃
し
た
た
め
、
昭
和
２
年
に
中
央
区
天

神
の
勝
し
ょ
う
り
ゅ
う
じ

立
寺
が
中
心
と
な
っ
て
日
中
友

好
平
和
を
も
祈
念
し
た
供
養
塔
が
建
立

さ
れ
、以
来
こ
の
塚
を
護
持
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
海
上
と
後
背
地
か
ら
の
参

詣
路
で
し
た
が
、
昭
和
42
年
の
県
道
循

環
線
開
通
に
よ
り
現
在
の
階
段
に
整
備

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
17
年
の
福

岡
県
西
方
沖
地
震
に
よ
り
供
養
塔
が
倒

壊
し
た
た
め
、
２
年
後
に
現
在
地
に
改

修
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

　

86
段
の
階
段
を
登
る
と
、
今
も
そ
こ

に
７
４
０
年
も
の
間
漂
う
心
霊
の
空
気

を
感
じ
る
よ
う
で
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

加
藤　

徳
生　

民
の
心
・
鎮
魂
の
思
い
「
蒙
古
塚
」　

（
志
賀
島
）

関
白
秀
吉
箱
崎
二
滞
陣
ス　

（
箱
崎
）

軍船将兵の碑「首切塚」

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

二見岩

金印公園

志賀島小

志賀島
渡船場

志賀島

蒙古塚
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北
部
九
州
に
攻
め
上
っ
て
来
た
島

津
軍
を
打
ち
払
っ
た
秀
吉
は
天
正
15

（
１
５
８
７
）
年
６
月
、
箱
崎
に
帰
還
、

筥
崎
宮
に
宿
営
し
ま
し
た
。
大
坂
に
戻

る
ま
で
の
20
日
余
り
、
こ
こ
で
九
州
統

治
・
天
下
統
一
の
足
固
め
の
た
め
、
次

の
三
つ
の
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

○
九
州
の
抑
え
と
し
て
小
早
川
隆た
か
か
げ景

を
筑
前
に
置
き
、名
島
の
築
城
を
指
示
。

　

○
６
月
10
日
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師

が
仕
立
て
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
乗
り
込

み
、
戦
火
で
焦
土
と
化
し
た
博
多
を
視

察
。
一
転
し
て
、
６
月
19
日
に
は
、
キ

リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
退
去
と
貿
易
の
自

由
を
宣
告
す
る
文
書「
伴ば
て
れ
ん

天
連
追
放
令
」

を
発
布
。

　

○
６
月
11
日
に
は
博
多
の
町
割
・
復

興
を
黒
田
官
兵
衛
に
指
示
。

　

宿
営
中
は
、
た
び
た
び
茶
会
が
開
か

れ
て
歌
も
詠
ま
れ
、
堺
の
茶
人
宗
及
や

利
休
ら
の
茶
や
歌
に
対
す
る
熱
心
さ

「
数す

き奇
ぶ
り
」
は
語
り
草
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
宗そ
う
た
ん湛
ら
博
多
豪
商
た
ち
が

手
厚
く
遇
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
秀
吉
の
海
外
出
兵

構
想
の
伏
線
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

５
年
後
、
朝
鮮
半
島
を
舞
台
に
し
た
文

禄
・
慶
長
の
役
が
始
ま
り
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

大
和　

右
二

関
白
秀
吉
箱
崎
二
滞
陣
ス　

（
箱
崎
）

宗湛茶湯日記（西日本文化協会発行）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

国
道
３
号
線

恵
光
院

筥
崎
宮

至香椎

至天神

箱崎小東区役所東区役所

地
下
鉄
箱
崎
宮
前

県立
図書館

参道
J
R
鹿
児
島
本
線

箱
崎
駅
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ご
神
木
綾
杉
の
右
奥
に
「
扇
塚
」
と

彫
ら
れ
た
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
扇

子
の
供
養
塚
で
す
。
な
ぜ
、
香
椎
宮
に

扇
子
の
供
養
塚
が
…
。

　

１
７
１
２
年
の
江
戸
時
代
、
大
坂
の

医
者
寺て
ら
し
ま
り
ょ
う
あ
ん

島
良
安
が
編
集
し
た
百
科
事
典

が
あ
り
ま
す
。「
和わ
か
ん
さ
ん
さ
い
ず
え

漢
三
才
図
会
」
と

い
っ
て
全
１
０
５
巻
。
そ
の
26
巻
目
の

扇
の
項
目
に
「
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
時

見
蝙
蝠
羽
始
作
扇
（
じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご

う
さ
ん
か
ん
せ
い
ば
つ
じ
こ
う
も
り
の

は
ね
を
み
は
じ
め
て
お
う
ぎ
を
つ
く
り

た
も
う
）」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
神

功
皇
后
が
朝
鮮
半
島
へ
渡
航
中
に
コ
ウ

モ
リ
の
羽
を
見
て
、
そ
の
形
か
ら
扇
を

作
っ
て
香
椎
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
意

味
で
す
。

　

福
岡
で
活
動
し
て
い
る
博
多
民
踊
協

会
が
、
踊
り
に
使
用
し
て
汚
れ
た
り
壊

れ
た
り
し
た
扇
子
を
何
と
か
供
養
し
た

い
と
思
案
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、

前
述
の
逸
話
か
ら
神
功
皇
后
の
香
椎
宮

と
結
び
つ
き
、
昭
和
61
年
５
月
の
建
立

に
至
っ
た
の
で
す
。
建
立
の
心
「
ふ
る

さ
と
を
限
り
な
く
愛
す
」「
ふ
る
さ
と

を
振
興
す
」「
ふ
る
さ
と
を
踊
る
」
が

記
さ
れ
た
扇
が
扇
塚
の
下
に
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
地
域
の
発
展
を
も
願
う
素

晴
ら
し
い
心
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
や
６
月
の
「
扇
と
し
ょ
う
ぶ
祭
」
は

香
椎
宮
と
地
域
の
祭
り
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

内
山　

康
夫

香
椎
宮
の
「
扇
塚
」　

（
香
椎
宮
）

名
島
妙
見
島
の
茶
会　

（
名
島
）

香椎宮の扇塚

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

扇 塚
香椎宮

香椎宮前 西鉄香椎
西鉄貝塚線

勅使道

JR香
椎線

JR鹿児島
本線

JR香椎駅

JR香椎
神宮駅
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天
正
16
（
１
５
８
８
）
年
、
博
多
湾

に
面
し
た
名
島
に
は
、
小
早
川
隆
景
が

築
い
た
名
島
城
が
あ
り
、
沖
合
に
は
干

潮
時
に
徒
歩
で
渡
れ
る
妙
見
島
と
い
う

小
島
が
あ
り
ま
し
た
。

　

隆
景
が
名
島
城
普
請
の
陣
頭
指
揮
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
博
多
の
豪
商
神

屋
宗
湛
や
嶋
井
宗
室
な
ど
が
普
請
見
舞

い
に
訪
れ
、
酒
肴
を
進
上
し
、
妙
見
島

の
海
岸
で
酒
盛
り
を
し
た
と
宗
湛
日
記

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
隆
景
は
た
び
た

び
茶
会
を
開
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
城
造
り
や
町
づ
く
り
も
博
多
の
豪
商

た
ち
の
資
金
力
を
頼
み
と
す
る
た
め
、

親
密
さ
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

秀
吉
の
伝
記
『
太
閤
さ
ま
軍
記
の
う

ち
』
に
よ
る
と
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の
た

め
名
護
屋
城
へ
赴
く
際
、
側
室
の
淀
殿

を
伴
い
３
日
間
名
島
城
に
滞
在
し
て
、

こ
の
島
で
茶
会
を
催
し
ま
し
た
。
そ
の

と
き
用
い
た
と
い
わ
れ
る
井
戸
の
遺
構

が
今
も
名
島
一
丁
目
の
マ
ン
シ
ョ
ン
敷

地
の
片
隅
に
存
在
し
、
太
閤
秀
吉
公
茶

遊
井
戸
跡
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
以
降
の
埋
め
立
て
に
よ
り
、
妙

見
島
の
姿
は
面
影
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

今
も
残
る
井
戸
だ
け
が
そ
の
折
の
様
子

を
見
つ
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

加
藤　

祥
子　

名
島
妙
見
島
の
茶
会　

（
名
島
）

太閤秀吉公茶遊井戸跡の碑

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

博多湾

多々良川

名島
運動公園

名島
城址公園

城浜
小学校

福
岡
都
市
高
速

太閤秀吉公茶遊井戸の跡

名島
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面
積
約
６
平
方
㌔
、
周
囲
約
11
㌔
の

志
賀
島
に
は
、
禅
宗
の
寺
院
が
三
つ
あ

り
、
い
ず
れ
も
博
多
承
天
寺
の
末ま
つ
じ寺
で

臨
済
宗
東と
う
ふ
く
じ

福
寺
派
に
属
し
ま
す
。
三
寺

の
中
で
は
長
寿
山
西
福
寺
の
創
立
が
一

番
新
し
く
、『
長
寿
山
西
福
禅
寺
由
来

記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
天
和
３（
１
６
８
３
）

年
、
博
多
承
天
寺
の
玉
ぎ
ょ
く
ほ
う峰
和
尚
が
勝
馬

村
の
草
庵
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
、
村
に

は
寺
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、

勝
馬
村
民
は
、
菩ぼ
だ
い
じ

提
寺
と
し
て
い
た
志

賀
荘し
ょ
う
ご
ん
じ

厳
寺
が
遠
く
て
不
便
な
の
で
、
寺

の
建
立
を
要
望
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
郡
代
の
吉
田
孫
右
衛
門
の
計
ら
い

で
、
沖
津
島
の
沖
津
宮
祠ほ
こ
らの
北
側
の
崖

上
に
あ
っ
た
燈
籠
堂
に
火
を
と
も
す
役

目
の
報
酬
を
玉
峰
和
尚
が
譲
り
受
け
て

住
職
と
な
り
、
勝
馬
に
寺
が
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
勝
馬
の
全
戸
が
檀

家
と
な
り
、
浦
奉
行
古
田
与
八
な
ど
の

配
慮
を
受
け
て
扶ふ
ち
ま
い

持
米
（
報
酬
）
が
相

続
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
燈
籠
堂
は

今
は
な
く
、
石
垣
が
わ
ず
か
に
当
時
を

し
の
ば
せ
て
い
ま
す
。「
筑
前
国
続
風

土
記
附
録
」
に
天
下
の
奇
秀
と
賞
さ
れ

た
沖
津
宮
は
今
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
若
い
女
性
た
ち
の
人
気
の
的
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

古
賀　

偉
郎　

「
三
苫
水
道
」
と
藤
原
純
友　

（
三
苫
）

沖
津
宮
燈
籠
堂
と
勝
馬
西
福
寺　

（
志
賀
島
）

干潮時は志賀島（右端）と陸続きになる
沖津島にある沖津宮

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

潮見公園
勝馬小

中津宮

金印公園

志賀島小

志賀海神社

志賀島
旅客待合所

蒙古塚

沖津宮

西福寺

二見岩
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昔
、
三
苫
と
美
和
台
と
の
間
に
、
新

宮
の
湊
み
な
と
か
ら
和
白
の
塩
浜
を
通
り
博
多

湾
へ
抜
け
る
舟
の
通
行
可
能
な
水
路
、

「
三
苫
水
道
」
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
（「
ふ
る
里
の
む
か
し　

わ
じ

ろ
」
よ
り
）。

　

古
文
書
「
扶ふ
そ
う桑

略
記
」
に
よ
る
と

天て
ん
ぎ
ょ
う
慶
４
（
９
４
１
）
年
５
月
、
現
在
の

愛
媛
県
に
当
た
る
伊
予
の
掾
じ
ょ
う
（
律
令
制

の
第
三
等
官
）
で
、
西
海
の
大
海
賊
の

首
領
・
藤
原
純
友
は
、
関
東
の
平
将
門

が
平
定
さ
れ
た
と
い
う
報
に
身
の
危
険

を
感
じ
、
千
隻
の
舟
と
数
千
人
の
海
賊

を
率
い
、
大
宰
府
政
庁
一
帯
を
急
襲
。

20
日
間
に
も
及
ぶ
破
壊
、
略
奪
、
放
火

の
限
り
を
尽
く
し
ま
し
た
。

　

各
々
が
戦
利
品
を
抱
え
、
博
多
津
の

船
だ
ま
り
に
戻
る
と
、
そ
こ
は
既
に
官

軍
に
制
圧
さ
れ
、
大
混
乱
の
最
中
で
し

た
。
８
０
０
隻
も
の
舟
は
だ
捕
さ
れ
、

海
賊
の
多
く
は
打
ち
取
ら
れ
、
そ
の
中

に
は
女
、
子
ど
も
も
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

純
友
と
13
歳
の
息
子
と
側
近
た
ち
は

官
軍
の
動
き
を
察
知
。
数
隻
に
分
乗
し

て
夜
陰
に
紛
れ
、
警
戒
厳
重
な
志
賀
島

ル
ー
ト
を
避
け
る
た
め
、
官
船
の
追
撃

を
受
け
に
く
い
、
浅
く
狭
く
潮
流
が
複

雑
で
し
か
も
近
道
で
あ
る「
三
苫
水
道
」

を
通
り
、
本
拠
地
伊
予
日ひ
ぶ
り
じ
ま

振
島
へ
逃
げ

帰
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

吉
川　

清
弘　

「
三
苫
水
道
」
と
藤
原
純
友　

（
三
苫
）

「三苫水道」があったとされる付近
（写真は県道湊 塩浜線）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

博多湾

玄界灘

三
苫
水
道

三苫島

西ハマ

東ハマ

相の浦

昔は海だった和白地区
弥生時代の海
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国
登
録
有
形
文
化
財
の
箱
嶋
家
住
宅

は
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
、
東
区

馬
出
・
旧
唐
津
街
道
に
面
し
た
と
こ
ろ

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
住
宅
は
貴
重
な

か
ま
ど
の
神
様
「
荒こ
う
じ
ん
さ
ま

神
様
」
が
あ
り
、

欄
干
、
箱
階
段
、
納
戸
に
施
さ
れ
て
い

る
深
み
の
あ
る
色
艶
の
べ
ん
が
ら
塗
り

な
ど
は
、
見
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

ま
す
。
ま
た
厨つ

し子
二
階
（
中
二
階
）、

吹
き
抜
け
の
天
窓
、
水
滴
の
音
を
楽
し

む
日
本
庭
園
の
装
飾
が
さ
れ
た
水す
い
き
ん
く
つ

琴
窟

（
現
在
音
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
）
な
ど
も

意
匠
に
富
ん
で
お
り
、
江
戸
末
期
の
町

屋
の
風
情
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
柱
と
梁は
り

が
一
体
化
し
た
構
法
は

耐
震
構
造
と
し
て
も
優
れ
、
平
成
17
年

に
起
き
た
福
岡
県
西
方
沖
地
震
に
も
持

ち
こ
た
え
ま
し
た
。
築
１
４
０
年
を
超

え
る
現
在
も
、
い
ま
だ
に
木
材
か
ら
樹

脂
が
に
じ
み
出
し
、
日
本
家
屋
の
長
い

息
吹
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

荒
神
様
は
不
浄
を
嫌
い
、
そ
れ
を
犯

す
と
激
し
く
た
た
る
気
性
の
荒
い
神
様

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
年
末
に

お
坊
さ
ま
が
お
経
と
共
に
琵
琶
を
弾
い

て
鎮
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
60
年
近
く

途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
に

復
元
し
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

  

箱
嶋　

０
９
０
・
５
０
４
３
・
２
１
０
７

　
　
　
【
案
内
人
】　　

箱
嶋　

文
衛

二
つ
の
兜
の
形
を
し
た
石
が
並
ぶ

「
兜

か
ぶ
と

塚
」　

（
香
椎
）

町
家
の
風
情
伝
え
る
箱
嶋
家
住
宅　

（
馬
出
）

箱嶋家住宅

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

九州大学病院

馬出二丁目

馬出バス停

筥崎
八幡宮

八木病院

箱嶋家

箱崎宮前

馬出
九大病院前

地下鉄箱崎線

県
道
21
号
線
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「
神
功
皇
后
西
征
の
御
時
、
此
の
地

に
て
兜
を
着
け
給
ひ
し
と
云
う
」（
香

椎
廟び
ょ
う
ぐ
う宮
記き

）

　

香
椎
廟
宮
記
に
記
さ
れ
た
神
功
皇
后

ゆ
か
り
の
兜
塚
が
旧
唐
津
街
道
沿
い
、

東
区
浜
男
の
香
椎
宮
飛
地
境
内
（
現
香

椎
駅
前
一
丁
目
）
に
あ
り
ま
す
。

　

兜
塚
に
は
、
二
つ
の
兜
の
形
を
し
た

石
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
約
３
０
０
年

前
の
享
保
年
間
に
、
こ
の
塚
か
ら
発
掘

さ
れ
、
博
多
の
医
師
・
萩
野
玄
庵
が
持

ち
去
り
、
庭
石
と
し
ま
し
た
。
玄
庵

の
死
後
、
石
を
墓
石
と
し
た
と
こ
ろ
、

た
た
り
が
多
く
困
り
果
て
、
文
化
元

（
１
８
０
４
）
年
に
香
椎
宮
頓と
ん
ぐ
う宮
の
海

辺
に
運
ば
れ
ま
し
た
。

  

そ
の
後
、
昭
和
初
期
の
海
岸
埋
め
立

て
の
際
、
村
人
が
元
の
場
所
に
戻
し
ま

し
た
。

  

も
う
一
つ
は
、寛
保
年
間
（
１
７
４
０

年
ご
ろ
）、
新
宮
町
上
ノ
府
の
農
家
・

源
四
郎
が
、
玄
庵
が
石
を
持
ち
去
っ
た

こ
と
を
惜
し
み
、
花
崗
岩
を
兜
の
形
に

似
せ
て
納
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
が
子
ど
も
時
代
の
昭
和
20
年
ご
ろ

は
、
周
囲
は
み
ん
な
田
ん
ぼ
で
、
兜
塚

は
小
高
い
鎮
守
の
森
で
し
た
。
大
き
な

石
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
、
格
好
の
遊
び

場
で
し
た
が
「
石
に
足
を
掛
け
る
と
た

た
り
が
あ
る
ぞ
」
と
い
う
祖
母
の
つ
ぶ

や
き
は
、
子
ど
も
た
ち
を
静
か
に
さ
せ

る
特
効
薬
で
し
た
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

橋
口　

千
鶴
子

二
つ
の
兜
の
形
を
し
た
石
が
並
ぶ

「
兜

か
ぶ
と

塚
」　

（
香
椎
）

玄庵が持ち去った石（右）と

源四郎が納めた石（左）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

国
道
３
号
線

J
R
香
椎
駅

兜塚

県道
504号線

西鉄貝塚線

香
椎
線

香
椎

香椎宮前

御島橋

JR鹿児島
本線

香椎

福
岡
都
市
高
速
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松
崎
中
学
校
辺
り
、
旧
唐
津
街
道
の

坂
道
を
蓮
華
坂
と
い
い
ま
す
。
昔
、
こ

の
付
近
は
多
々
良
浜
の
東
端
に
位
置

し
、
ハ
ス
が
茂
り
、
近
く
の
岩
場
の
石

が
ハ
ス
の
花
に
似
て
い
た
と
か
、
一
面

に
レ
ン
ゲ
畑
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

　

福
岡
藩
主
が
参
勤
交
代
で
江
戸
へ
向

か
う
と
き
、
福
岡
城
か
ら
箱
崎
宿
ま
で

は
供と
も
ぞ
ろ揃
え
の
行
列
が
続
き
ま
し
た
。
千

代
・
箱
崎
松
原
で
は
、
家
老
以
下
家
臣

の
見
送
り
を
受
け
筥
崎
宮
に
参
詣
。
箱

崎
お
茶
屋
で
旅
装
に
着
替
え
て
出
発

し
、
多
田
羅
（
現
多
々
良
）
大
橋
を
渡

り
、
蓮
華
坂
を
越
え
て
、
古
賀
の
青
柳

宿
へ
入
り
ま
し
た
。

　

蓮
華
坂
近
く
の
公
園
に
、「
わ
く
ろ
」

に
よ
く
似
た
大
き
な
石
が
祭
っ
て
あ
り

ま
す
。「
わ
く
ろ
」
と
は
方
言
で
「
ひ

き
が
え
る
」
の
こ
と
。
脇
に
あ
る
石
に

は
「
立
ち
帰
り
の
神
・
雨
乞
い
の
神　

蓮
華
坂　

わ
く
ろ
石
」
と
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。「
わ
く
ろ
」
は
水
利
・
雨
乞
い

の
神
と
し
て
、
さ
ら
に
、
旅
か
ら
無
事

に
戻
る
と
い
う
、
立
ち
帰
り
の
神
と
し

て
交
通
安
全
、
疫
病
除
け
の
神
と
し
て

も
崇
敬
を
集
め
ま
し
た
。　

　

こ
の
辺
り
は
、
足
利
尊
氏
が
多
々
良

浜
合
戦
中
、
援
軍
要
請
の
書
状
を
家
来

の
よ
ろ
い
の
片
袖
に
包
ん
で
送
り
出

し
、
勝
利
に
導
い
た
と
い
う
ゆ
か
り
の

地
で
「
片
袖
塚
」
や
「
将
軍
使
い
」
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

平
山　
　

勲

旧
唐
津
街
道
の
蓮れ

ん
げ
さ
か

華
坂
、
わ
く
ろ
石　

（
松
崎
）

海
の
中
道
遺
跡　

（
西
戸
崎
）　

蓮華坂近くにある「わくろ」に似た石（左）

とその説明が刻まれた石

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

旧唐津街道

↑千早

↓空港

多々良川

松崎中学校

蓮華坂

わくろ石

多々良
大橋

博
多
バ
イ
パ
ス
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海
の
中
道
海
浜
公
園
の
中
に
あ
る

「
海
の
中
道
遺
跡
」
は
、
昭
和
54
年
か

ら
平
成
２
年
に
か
け
て
４
回
の
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
遺
跡
は
、
シ
オ

ヤ
鼻
の
東
へ
約

500
㍍
地
点
か
ら
、
玄
界

灘
の
海
岸
沿
い
に
東
へ
約

400
㍍
に
も
及

ん
で
い
ま
す
。
出
土
品
の
多
く
は
、
奈

良
・
平
安
時
代
の
も
の
で
す
。

　

魚
網
用
の
錘
お
も
り
、
釣
り
針
や
、
製
塩
土

器
、
製
塩
用
の
炉
な
ど
が
見
つ
か
り
住

民
の
な
り
わ
い
が
漁
業
や
製
塩
だ
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、

越
州
窯
青
磁
器
、
青
銅
製
の
か
ん
ざ

し
、
皇
朝
十
二
銭
な
ど
、
漁
村
に
は
珍

し
い
遺
物
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
大
宰
府
政
庁
役
人

の
食
事
や
、
鴻こ
う
ろ
か
ん

臚
館
で
大
陸
か
ら
の
使

者
を
も
て
な
す
料
理
に
使
う
海
産
物
の

調
達
・
加
工
・
保
存
を
行
う
「
津
厨(

つ

の
み
く
り
や)

跡
」
で
は
な
い
か
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
に
「
藻
塩
焼
く
」
と
歌
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
出
土
し
た
製
塩

土
器
を
使
い
、
海
藻
を
焼
い
た
灰
を
海

水
に
溶
か
し
て
つ
く
る
古
代
製
塩
法
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

遺
跡
は
埋
め
戻
さ
れ
、
現
在
、
見
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
出
土
品
は
市

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
博
多
区
井
相

田
二
丁
目
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
部
は
西
戸
崎
小
学
校
（
西
戸
崎

六
丁
目
）
と
市
博
物
館
（
早
良
区
百
道

浜
三
丁
目
）
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

石
井　

志
津
子

海
の
中
道
遺
跡　

（
西
戸
崎
）　

土錘（上）と（下）釣り針（西戸崎小学校）

製塩土器（博物館）

マリン
ワールド
海の中道

海の中道
海浜公園

至雁
の巣
→

玄界灘

至志賀島
←

博多湾

県道59号線

海の中道遺跡

西戸崎

海の中道

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

マリン
ワールド
海の中道

海の中道
海浜公園

至雁
の巣
→

玄界灘

至志賀島
←

博多湾

県道59号線

海の中道遺跡

西戸崎

海の中道
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上
和
白
地
区
に
立
花
と
書
い
て

「
リ
ュ
ウ
ゲ
」と
読
む
地
域
が
あ
り
ま
す
。

　

小
金
丸
種
尚
資
料
「
当
用
万
宝
集
」

に
「
立
花
と
申
す
所
に
、
古
き
大
塚
有

り
、
其
脇
に
、
五
重
の
塔
有
り
。
何
某

か
墓
と
云
事
知
ら
ず
候
」と
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

天
正
９
（
１
５
８
１
）
年
に
立た
ち
ば
な花
道

雪
公
は
、
毛
利
勢
と
の
戦
い
に
備
え
、

こ
こ
に
出
城
を
構
え
ま
し
た
。
敵
に
陣

を
大
き
く
見
せ
る
た
め
、
大
石
を
持
ち

寄
り
築
き
上
げ
た
陣
屋
の
用
水
を
立り
ゅ
う
げ花

の
井
戸
と
い
い
ま
し
た
。

　

大
正
14
（
１
９
２
５
）
年
ご
ろ
ま
で

の
立
花
地
区
は
、
五
輪
の
塔
も
あ
り
、

古
墓
20
数
基
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

昭
和
初
年
に
は
立
花
の
井
戸
の
み
が

残
っ
て
い
ま
し
た
が
、農
地
整
備
の
際
、

こ
の
台
地
を
切
り
崩
し
、
五
輪
の
塔
は

明
覚
寺
へ
奉
納
・
移
転
さ
れ
ま
し
た
。

跡
地
に
は
、
上
和
白
公
民
館
（
現
和
白

東
一・
二
丁
目
公
民
館
）
が
立
っ
て
い
ま

す
。

　

天
正
16
（
１
５
８
８
）
年
、
城
主
の

立
花
宗
茂
公
が
柳
川
に
国
替
え
さ
れ
る

と
、
家
臣
の
小
金
丸
虎
政
は
請
う
て
和

白
の
地
に
下
野
し
ま
し
た
。

　

こ
の
周
辺
は
小
金
丸
一
族
が
多
く
、

庭
先
に
地
蔵
堂
や
弥
勒
菩
薩
を
祭
る
家

も
あ
り
、
現
在
で
も
大
き
な
納
屋
付
き

の
屋
敷
が
集
落
を
な
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

柳
瀬　

英
昭　

「
立　

花
」（
リ
ュ
ウ
ゲ
）
と
小
金
丸
家　

（
上
和
白
）

唐
津
街
道
と
箱
崎
御
茶
屋　

（
箱
崎
）

小金丸家の地蔵堂

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

立花と
小金丸家

高美台２丁目
和白

←奈多

香
椎↓

J
R
鹿
児
島
本
線

りゅうげ

国
道
４
９
５
号
線

↑新
宮

博多湾



21

　

　

筥
崎
宮
の
「
一
の
鳥
居
」（
国
の
重

要
文
化
財
）
の
前
を
通
る
道
が
、
か
つ

て
の
唐
津
街
道
で
す
。
こ
の
街
道
は
、

福
岡
藩
の
他
、
唐
津
藩
、
平
戸
藩
、
大

村
藩
、
対
馬
藩
な
ど
の
参
勤
交
代
の
道

で
、
長
崎
街
道
に
次
ぐ
街
道
で
し
た
。

　

街
道
に
は
、
一
定
間
隔
で
宿
場
が
あ

り
、
福
岡
藩
で
は
、
宿
場
の
出
入
り
口

に
構
か
ま
え
ぐ
ち口
と
い
う
も
の
を
設
け
て
い
ま
し

た
。
箱
崎
宿
は
、
一
の
鳥
居
の
少
し
北

側
の
西
構
口
と
現
在
の
福
岡
筥
松
郵
便

局
あ
た
り
の
東
構
口
で
仕
切
ら
れ
た
一

帯
で
し
た
。

　

唐
津
街
道
か
ら
浜
側
に
入
っ
た
と
こ

ろ
に
福
岡
藩
の
別
邸
で
、
参
勤
交
代
で

諸
大
名
な
ど
が
宿
泊
し
た
箱
崎
御
茶
屋

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
御
茶
屋
は
、
建

物
は
２
０
０
坪
と
大
き
く
、
表
門
や
番

所
、
厩
う
ま
や
の
他
、
主
屋
に
は
幾
つ
も
の
広

い
座
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

　

箱
崎
御
茶
屋
で
は
、
歴
史
的
な
出

来
事
が
あ
っ
て
い
ま
す
。
安
政
５

（
１
８
５
８
）
年
、
勝
海
舟
が
船
長
の

咸
臨
丸
と
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
カ
ッ
テ
ン

デ
ィ
ー
ケ
が
船
長
の
エ
ド
号
が
博
多
湾

に
入
港
。
そ
の
際
、藩
主
黒
田
長な
が
ひ
ろ溥
は
、

一
行
を
御
茶
屋
に
招
き
、
歩
兵
調
練
を

見
せ
、酒し
ゅ
こ
う肴
を
出
し
て
歓
待
し
ま
し
た
。

ま
た
、慶
応
２
（
１
８
６
６
）
年
に
は
、

長
崎
の
ト
ー
マ
ス
グ
ラ
バ
ー
を
御
茶
屋

に
迎
え
、
客
間
を
美
し
く
飾
り
、
寺
か

ら
僧
侶
の
椅
子
を
借
り
て
、
洋
食
で
も

て
な
し
ま
し
た
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

山
辺　

信
男　

唐
津
街
道
と
箱
崎
御
茶
屋　

（
箱
崎
）

左側の道は旧唐津街道に至る

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

東区役所

至天神

至香椎

箱崎小
県立
図書館

参道

国
道
３
号
線

地
下
鉄
箱
崎
宮
前

筥
崎
宮

J
R
鹿
児
島
本
線

箱
崎

御茶屋跡



22

　

香
椎
宮
参
道
の
大
鳥
居
近
く
の
坂
を

登
る
と
市
内
で
最
も
古
く
、
明
治
21
年

建
立
の
「
香
椎
潟
万
葉
歌
碑
」
が
あ
り

ま
す
。
歌
碑
は
、
当
時
の
内
大
臣
三
条

実さ
ね
と
み美
の
揮き
ご
う毫
（
毛
筆
の
文
字
）
を
総
理

大
臣
広
田
弘
毅
の
父
親
で
石
工
の
広
田

徳
右
衛
門
が
刻
ん
だ
も
の
で
す
。

　

神じ
ん
き亀
５
（
７
２
８
）
年
11
月
、
大

宰
府
の
長
官
・
大お
お
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
が
次
官
・

小お
の
の
お
ゆ

野
老
、
豊ぶ
ぜ
ん
の
か
み

前
守
・
宇う
ぬ
の
お
び
と
を
ひ
と

努
首
男
人
ら
を

従
え
て
香
椎
廟
宮
に
参
詣
。そ
の
帰
途
、

馬
を
香
椎
の
浦
に
と
ど
め
て
、
各
人
が

詠
ん
だ
３
首
の
歌
が
万
葉
仮
名
で
歌
碑

に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

大
伴
旅
人
は
「
い
ざ
子
ど
も
香
椎
の

潟
に
白
妙
の
袖
さ
え
ぬ
れ
て
朝
菜
摘
み

て
む
」
と
詠
み
、
そ
の
解
釈
は
「
さ
あ

皆
の
者
、
こ
の
香
椎
の
干
潟
で
袖
の
濡

れ
る
の
も
忘
れ
て
朝あ
さ
げ餉
の
海
草
を
取
ろ

う
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
野
老
は
「
時
つ
風
吹
く
べ
く
な
り

ぬ
香
椎
潟
潮
干
の
浦
に
玉た
ま
も藻
刈
て
な
」、

宇
努
首
男
人
は
「
往
き
還
り
常
に
わ
が

見
し
香
椎
潟
明
日
ゆ
後
に
は
見
む
縁
も

無
し
」
と
、
共
に
香
椎
潟
に
つ
い
て
詠

ん
で
い
ま
す
。

　

大
伴
旅
人
は
生
粋
の
名
門
貴
族
出
身

で
武
将
に
し
て
歌
人
。「
天あ
ま
ざ
か
　
ひ
な

離
る
鄙（
都

の
外
の
地
）」
に
60
歳
を
過
ぎ
て
赴
任

し
た
旅
人
の
心
を
癒
や
し
た
香
椎
潟
で

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
【
案
内
人
】　　

森　

房
乃　

香椎宮頓宮の万葉歌碑
万葉仮名で「去来兒等香椎乃滷爾白妙之袖左倍沾而
朝菜採手六」と旅人の歌と他２首が刻まれています

万
葉
に
詠
ま
れ
た
香
椎
の
浜　
（
香
椎
・
頓
宮
）

名
島
発
電
所
引
き
込
み
線
通
り　

（
名
島
）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

香
椎
宮
前

西
鉄
貝
塚
線

J
R
鹿
児
島
本
線

万葉歌碑

国
道
３
号
線

香椎参道口

香
椎
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大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
、
東
洋
一

を
誇
っ
た
名
島
火
力
発
電
所
が
稼
働

を
開
始
し
ま
し
た
。
燃
料
の
石
炭
は
、

団だ
ん
べ
い
せ
ん

平
船
で
回か
い
そ
う漕
さ
れ
る
も
の
と
、
西
鉄

名
島
駅
付
近
で
分
岐
し
た
引
き
込
み
線

に
よ
り
石
炭
専
用
貨
車
で
搬
入
さ
れ
る

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。引
き
込
み
線
は
、

国
道
３
号
線
か
ら
名
島
商
店
街
の
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
通
り
、
発
電
所
へ
単

線
で
敷
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
西

鉄
名
島
駅
か
ら
微
妙
に
続
く
カ
ー
ブ
の

道
に
鉄
道
線
路
を
感
じ
ま
す
。
商
店
街

の
道
筋
の
壁
に
は
、
当
時
の
写
真
入
り

で
「
愛
称
パ
ネ
ル
（
標
識
）」
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。『
故
郷
名
島
の
歴
史
』

に
は
「
弁
慶
号
に
似
た
汽
車
が
、
汽
笛

を
鳴
ら
し
石
炭
貨
車
を
引
っ
張
っ
て
い

た
」と
当
時
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
炭
は
、
国
鉄
（
現
Ｊ
Ｒ
）
吉
塚
駅

か
ら
市
電
に
乗
り
入
れ
輸
送
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
市
内
電
車
は
レ
ー
ル
幅
が

広
い
広
軌
、
国
鉄
は
標
準
軌
道
と
レ
ー

ル
幅
が
異
な
る
た
め
、
広
軌
の
レ
ー
ル

の
内
側
に
１
本
の
レ
ー
ル
が
敷
設
さ

れ
、
共
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
市
電
に

乗
り
入
れ
後
、
石
炭
は
、
市
電
三
角
駅

を
発
し
、
市
電
博
多
船
だ
ま
り
線
・
新

博
多
駅
か
ら
西
鉄
宮
地
岳
線
（
現
貝
塚

線
）
へ
乗
り
入
れ
、
引
き
込
み
線
を
通

り
、発
電
所
に
輸
送
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
【
案
内
人
】　　

安
部　

光
征　

写真右端から発電所に至る引き込み線

（昭和３１年当時の写真）

名
島
発
電
所
引
き
込
み
線
通
り　

（
名
島
）

歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・

名島公民館

名島西公園
(記念碑 )

３
号
線

福
岡
都
市
高
速

JR
鹿
児
島
本
線

西鉄
貝塚
線

名島
駅

発電所跡
(県営名島運動公園）



　東区歴史街道を往く Vol.３

「新しい人たちと歩み、地域の人たちと共に歩み、ボランティアとし

てのヨチヨチ歩きを始める私たち、この三つの歩みを積み重ねてい

きたい」との思いから、また、地域の歴史を楽しく散歩する意味から、

三歩と散歩で「さんぽ会」と命名されたものです。
『さんぽ会』のホームページを公開しています。

URL　:　http://www.e-sanpokai.tank.jp/
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歴史
さんぽ

歩 歩歩・ ・


