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キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

九
州
の
意
義
と

西
南
学
院
の
創
立

基
調
セ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ロ
ロ
ー
グ
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キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

九
州
の
意
義

　
さ
て
、
本
題
に
入
り
ま
す
が
、
私
の

講
演
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
き
ま
し
て
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
九
州
の
意
義
」

と
す
る
べ
き
か
、「
九
州
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
意
義
」
と
す
る
べ
き
か
少

し
迷
い
ま
し
た
。
私
は
大
学
で
は
必
須

科
目
の
キ
リ
ス
ト
教
学
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
ま
す
が
、
必
ず
試
験
に
出

す
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
が
最
初
に
着

い
た
の
は
ど
こ
の
国
か
？
　
米
国
か
日

本
か
？
」
と
い
う
問
題
で
す
。
実
は
こ

の
答
え
は
日
本
で
す
。
日
本
の
ほ
う

が
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
早
い
の
で
す
。

1
5
4
9
年
に
ザ
ビ
エ
ル
は
鹿
児
島

に
上
陸
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に

入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
わ
ず
か

50
年
足
ら
ず
の
1
6
0
0
年
ま
で
に

は
、
だ
い
た
い
50
万
人
の
日
本
人
の
方

た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
た

い
へ
ん
珍
し
く
、
ま
た
す
ご
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
現
代
の
布
教
は
必
ず
し

も
う
ま
く
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ

変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
調
べ
た
と
こ
ろ
、
改
め
て
九
州
は
恵

ま
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
院
長
と
し
て
東
京
や
大
阪
、
北

海
道
な
ど
の
各
地
で
挨
拶
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
き
に
は
、
日
本
の
将
来
は
九

州
や
北
海
道
か
ら
し
か
望
め
な
い
と
繰

り
返
し
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。
大
阪
や

東
京
の
方
に
は
失
礼
に
な
り
ま
す
が
、

大
阪
や
東
京
か
ら
で
は
日
本
の
将
来
は

成
り
立
た
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
日
本
中
の
ど
こ
も
、
生
活
は
非
常
に

保
守
的
で
考
え
方
も
固
く
、
ま
た
、
ど

こ
も
あ
ま
り
変
わ
り
の
な
い
社
会
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

九
州
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
私
個
人
の
意
見

に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
九
州
の
素
晴

ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
韓
国
と

中
国
、
琉
球
国
と
の
歴
史
と
の
関
わ
り

の
中
で
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
本
州
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
海
道
は
現

在
の
ロ
シ
ア
や
韓
国
と
の
交
流
が
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
九
州
の
歴
史
は
本
州
と

と
も
に
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ジ
ア
と
と

も
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
30
年

ほ
ど
前
に
私
が
東
京
か
ら
福
岡
に
引
っ

越
し
て
き
た
と
き
に
強
く
感
じ
ま
し
た

こ
と
は
、
九
州
人
は
た
い
へ
ん
心
が
優

し
く
、
新
し
い
考
え
、
新
し
い
ア
イ
デ

ア
、
新
し
い
刺
激
を
ま
ず
受
け
止
め
て

考
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
は
九
州
の
人
の
優
れ
た
と
こ
ろ
だ

と
思
い
ま
す
。
今
か
ら
500
年
、
600
年
前

に
も
全
く
同
じ
よ
う
に
、
九
州
の
人
た

ち
は
ザ
ビ
エ
ル
や
ほ
か
の
宣
教
師
た
ち

が
語
っ
た
こ
と
を
受
け
止
め
、
考
え
、

次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

１

挨
拶
・
自
己
紹
介

　
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご

紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
バ
ー
ク
レ
ー
と

申
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
会
場
校
と
し
て
挨
拶
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
存
知
の
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
西
南
学
院
は
来

年
で
100
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
100
年

の
間
、
福
岡
、
九
州
を
中
心
に
卒
業
生

を
輩
出
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
も
一
層
地
元
の
福
岡
、
九
州
に
貢

献
で
き
る
大
学
を
目
指
し
て
お
り
ま

す
。
今
日
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
皆

さ
ま
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
学
会
が

開
催
で
き
る
こ
と
を
光
栄
に
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
学
外
の

方
で
も
誰
で
も
お
使
い
い
た
だ
け
る
施

設
で
す
の
で
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら

皆
さ
ん
の
会
社
の
集
ま
り
な
ど
に
利
用

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
短
く
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
私
は
再
来
週
に
は
日
本
で
の

生
活
が
32
年
目
に
入
り
ま
す
の
で
、
自

分
の
人
生
の
半
分
以
上
を
日
本
で
過
ご
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
毎
朝
納
豆
を

食
べ
、
毎
晩
寝
る
前
に
は
必
ず
芋
焼
酎

を
飲
む
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
で
は
珍
し

い
外
国
人
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
り
ま

す
と
さ
ら
に
変
な
ア
メ
リ
カ
人
で
す
。
居

場
所
の
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
仕
事
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
現

在
は
理
事
長
と
院
長
を
兼
務
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
ま
す
が
、
院
長
は
企
業
の
会
長
と

同
じ
で
現
場
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
理
事

会
で
は
多
少
影
響
力
は
あ
り
ま
す
が
、

西
南
学
院
の
場
合
は
各
学
校
は
自
立
し

て
経
営
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
ほ
ん
と
う

に
働
い
て
い
る
の
は
園
長
と
校
長
と
学
長

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
私
の
専
門
は
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
紀

元
１
世
紀
か
ら
３
世
紀
ま
で
の
キ
リ
ス

ト
教
の
歴
史
で
す
。
新
約
聖
書
も
ま
だ

な
い
、
教
会
堂
も
な
い
よ
う
な
非
常
に

面
白
い
時
代
で
す
。
し
か
し
、
今
日
の

講
演
の
準
備
を
し
な
が
ら
、
も
っ
と
九

州
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
学
ん
で
お

け
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
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う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
17
世
紀
の

1
6
1
4
年
に
は
徳
川
幕
府
に
よ
っ

て
禁
教
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
形

で
そ
の
信
仰
は
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
上
に
長

崎
の
教
会
群
や
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

遺
産
が
産
み
出
さ
れ
、
今
日
ま
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
こ
れ
ら
を
世
界
文
化
遺
産
に

登
録
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
、
迫

害
、
さ
ら
に
潜
伏
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
再
発
見
と
い
っ
た
日
本
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
の
も
の
が
た
り
に
つ
い

て
、
ま
ず
は
デ
・
ル
カ
館
長
か
ら
お
話

を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

1

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
と

そ
の
浸
透
・
拡
大

デ
・
ル
カ

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
先
ほ
ど
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
に
来
て
か

ら
本
格
的
な
禁
教
が
始
ま
る
こ
ろ
ま

で
は
、
現
在
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
数

と
変
わ
ら
な
い
ぐ
ら
い
の
キ
リ
シ
タ

ン
が
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
人
口
は

現
在
の
10
分
の
１
ぐ
ら
い
で
す
か

ら
、
人
口
に
対
す
る
割
合
か
ら
し
ま

す
と
、
爆
発
的
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
増

え
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
代
の
日
本
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
動
き
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
か

ら
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
ザ
ビ
エ
ル
の
時
代
以
降
、
1
5
8
0

年
代
を
中
心
に
活
躍
し
た
教
皇
グ
レ
ゴ

リ
オ
13
世
は
、
宣
教
師
た
ち
を
日
本
に

派
遣
す
る
と
き
に
は
、
先
ず
は
教
育
施

設
を
つ
く
り
な
さ
い
と
言
い
ま
し
た
。

グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
大
学
に
倣
っ
た
よ
う
な

ま
さ
に
現
在
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル

の
原
形
が
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
の
紹
介
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
ザ
ビ
エ
ル
や
そ
の
他
の
宣
教

師
た
ち
は
、
日
本
に
は
読
み
書
き
が
で

き
る
人
が
多
く
、
宣
教
に
適
し
た
国
民

だ
と
感
心
し
た
よ
う
で
す
。
グ
レ
ゴ
リ

オ
13
世
が
亡
く
な
っ
た
後
に
彼
の
業
績

を
た
た
え
た
版
画
が
製
作
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
版
画
に
は
日
本
か
ら
の
使

節
団
を
受
け
入
れ
た
と
き
の
様
子
な
ど

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
版

画
が
残
さ
れ
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
組
織
が
、
日
本
に
対
す
る
高
い
関

心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち

の
関
心
も
た
い
へ
ん
高
か
っ
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

０

は
じ
め
に

髙
田
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

　
髙
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
歴
史
に

も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
ほ
と
ん
ど
造
詣
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
も
の
が
た
り

観
光
行
動
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い

う
こ
と
で
、
司
会
を
や
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
た
だ
い
ま
バ
ー
ク
レ
ー
院
長
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
の
歴
史
や
、
99
年
前
に
西
南
学
院

が
こ
の
地
で
設
立
さ
れ
今
日
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
の
お
話
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

　
今
か
ら
450
年
ぐ
ら
い
前
に
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
に
キ
リ
ス
ト

教
を
伝
え
ま
し
た
が
、
わ
ず
か
50
年
の

間
に
50
万
人
の
信
者
が
生
ま
れ
た
と
い

う
こ
と
を
今
日
初
め
て
伺
い
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
自
身
も
日

本
に
来
て
、
そ
の
当
時
の
日
本
人
の
7

割
に
も
及
ぶ
識
字
率
の
高
さ
に
び
っ
く

り
し
た
こ
と
や
、
好
奇
心
の
強
い
国
民

だ
と
い
う
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
ま

す
。
海
綿
が
水
を
吸
い
込
む
よ
う
に
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
受
け
入
れ

て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時

代
か
ら
約
350
年
経
っ
て
西
南
学
院
が
創

立
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来

の
歴
史
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
早
い
と
い

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
、

伝
承
の
地
と
し
て
の

九
州
の
も
の
が
た
り

登 壇 者
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―
― 

「
長
崎
の
教
会
群
と

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の

　
　
　
　
　
世
界
遺
産
登
録
と
地
域
づ
く
り 

―
―

基
調

セ
ッ

シ
ョ

ン
パ

ネ
ル

セ
ッ

シ
ョ

ン

　
そ
の
後
日
本
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に

関
わ
る
日
本
人
の
修
道
士
が
た
い
へ
ん

な
勢
い
で
増
え
て
い
き
、
教
会
を
仕
切

る
の
は
宣
教
師
で
は
な
く
、
修
道
士
が

担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た

ち
は
ザ
ビ
エ
ル
の
よ
う
な
名
の
あ
る
宣

教
師
た
ち
に
眼
が
行
き
が
ち
で
す
が
、

実
際
に
教
会
を
引
っ
張
っ
て
い
た
の
は

宣
教
師
の
下
に
い
た
日
本
人
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
頃
の
ミ
サ
の
様
子
が
描

か
れ
た
屏
風
絵
を
見
ま
す
と
、
400
年
前

の
日
本
式
で
あ
り
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
教

会
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
見
事
に
キ
リ
ス

ト
教
に
適
応
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

　
ま
た
、
当
時
の
神
学
教
育
は
日
本
語

で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
360
年
以
上

も
前
に
、
現
地
の
言
葉
で
キ
リ
ス
ト
教

が
布
教
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

た
い
へ
ん
異
例
な
こ
と
で
す
。
一
方
、

日
本
人
修
道
士
も
外
国
語
を
書
い
た
り

翻
訳
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。「
ダ
ミ

ア
ン
書
簡
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
宣
教
師
が
書
い
た
の
で
は

な
く
、
ダ
ミ
ア
ン
と
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
ネ
ー
ム
の
日
本
人
修
道
士
が
書
い
た

も
の
で
す
。
修
道
士
み
ん
な
が
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
人
か
は
こ
の
よ

う
な
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
し
た
。
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上
は
簡
単
に
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
方

た
ち
が
様
々
な
角
度
か
ら
ひ
も
解
か
れ

ま
す
が
、
先
ず
は
神
社
界
の
歴
史
の
捉

え
方
の
基
本
的
な
こ
と
を
お
話
さ
せ
て

頂
き
、
そ
の
中
で
宗
像
が
ど
の
よ
う
な

位
置
付
け
に
あ
っ
て
、
世
界
遺
産
の
構

成
資
産
と
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
ご
説
明
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
日
本
神
話
は
、
今
か
ら
1
3
0
0

年
前
に
文
字
の
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
て

紙
媒
体
に
記
録
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

古
事
記
や
日
本
書
紀
と
し
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
す
。
稗
田
阿
礼
と
い
う
極
め

て
記
憶
力
の
い
い
人
の
口
伝
に
基
づ
い

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
我
々
神
社

界
で
は
、
こ
の
古
事
記
、
日
本
書
記
を

基
本
に
し
て
歴
史
を
辿
っ
て
い
き
ま
す
。

　
文
字
文
化
以
前
の
口
伝
は
極
め
て
非

文
明
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
は
そ
う
で
も
な
く
、
民
俗
学
の

先
生
た
ち
は
か
な
り
精
度
が
高
い
と
仰

い
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
バ
ン
グ
島

で
30
年
間
に
わ
た
っ
て
ゲ
リ
ラ
活
動
を

さ
れ
て
い
た
小
野
田
寛
郎
さ
ん
が
日
本

に
帰
っ
て
来
ら
れ
た
後
に
、「
わ
が
回

想
の
ル
バ
ン
グ
島
」
と
い
う
本
を
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
を
読
む
と
、
何

月
何
日
に
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が

記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
小
野
田

さ
ん
に
、
日
誌
を
付
け
て
お
ら
れ
た
の

で
す
か
と
聞
い
た
こ
と
こ
ろ
、
全
て
頭

の
中
の
記
憶
に
よ
る
も
の
だ
と
言
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
我
々
は
今
の
文
明
を

基
準
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
し
が

ち
で
す
が
、
昔
の
人
の
方
が
い
ろ
ん
な

部
分
で
長
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

我
々
以
上
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
そ
う
い
う
見
方
で
歴
史
を

見
な
い
と
い
け
な
い
、
特
に
宗
像
の
歴

史
を
語
る
上
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点

が
極
め
て
重
要
に
な
り
ま
す
。

　
日
本
神
話
は
、
最
初
に
天
之
御
中
主

神
（
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
）
が

誕
生
し
て
、
そ
の
後
色
ん
な
神
様
が
出

て
く
る
の
で
す
が
、
伊
弉
諾
神
（
イ

ザ
ナ
ギ
ノ
カ
ミ
）、
伊
弉
冉
神
（
イ
ザ

ナ
ミ
ノ
カ
ミ
）
が
出
て
き
て
、
天
照
皇

大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
と

い
う
天
皇
直
系
の
皇
祖
神
が
誕
生
さ
れ

ま
す
。
宗
像
の
神
は
天
照
皇
大
神
の
姫

神
三
神
で
、
先
程
の
お
話
に
出
て
き
ま

し
た
田
心
姫
神
（
タ
ゴ
リ
ヒ
メ
ノ
カ

ミ
）、
瑞
津
姫
神
（
タ
ギ
ツ
ヒ
メ
ノ
カ

ミ
）、
市
杵
島
姫
神
（
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ

メ
ノ
カ
ミ
）
で
す
。
さ
ら
に
、
筑
紫
の

胸
肩
君
（
ム
ナ
カ
タ
ノ
キ
ミ
）
と
い
う

こ
と
で
宗
像
一
族
の
話
が
日
本
神
話
に

も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
宗
像
の
大
き

な
特
徴
と
し
て
ご
神
勅
が
下
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
説
明

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

古事記（712年） 
神代から推古天皇 

 
第33代 推古天皇 

（在位592～628年） 

日本書紀（720年） 
神代から持統天皇 

 
第41代 持統天皇 

（在位690～697年） 

魏志倭人伝 
（280～297年） 

口　伝 
 

稗田 阿礼 
ひえだのあれ 

文字による記録 

日　本　神　話　の　誕　生 

古
代
・
中
世
の

大
陸
と
の
交
流
に

お
け
る
九
州
の
役
割
と

そ
の
も
の
が
た
り

0

は
じ
め
に

豊
田
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

　
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。

　
コ
―
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
さ
せ
て

頂
き
ま
す
豊
田
と
申
し
ま
す
。
先
ほ
ど

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
大
黒
様
か
ら
、
宗

像
・
沖
ノ
島
の
世
界
遺
産
登
録
に
関
す

る
こ
と
や
九
州
の
も
の
が
た
り
な
ど
に

つ
き
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
ご

説
明
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
パ

ネ
ラ
ー
の
皆
様
そ
れ
ぞ
れ
が
関
わ
っ
て

こ
ら
れ
た
こ
と
を
ご
紹
介
頂
き
な
が

ら
、「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け

て
の
課
題
や
地
域
づ
く
り
等
の
手
法
に

つ
き
ま
し
て
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
先
ず
は
宗
像
大
社
の
葦
津
宮

司
か
ら
、
宗
像
・
沖
ノ
島
の
世
界
遺
産

登
録
に
関
す
る
申
請
概
要
や
宗
像
大
社

の
歴
史
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ご
説

明
を
お
願
い
た
し
ま
す
。

1

神
社
の
歴
史
と

宗
像
の
神
々

葦
津
　

　
本
日
は
こ
の
よ
う
な
席
に
お
招
き
い

た
だ
き
、
た
い
へ
ん
光
栄
に
存
じ
て
お

り
ま
す
。

　
神
社
の
歴
史
は
長
く
2
0
0
0
年
以

登 壇 者

�葦 津 敬 之
宗像大社宮司

西高辻 信 良
太宰府天満宮宮司

中 村 靖富満
宮島観光協会会長

小 林 正 勝
宗像観光協会会長

コ―ディネーター

豊 田 徹 士  

豊後大野市歴史民俗資料館

 

―
―  「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
の

　
　
　
　
　
世
界
遺
産
登
録
と
地
域
づ
く
り 

―
―
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セ
ッ

シ
ョ

ン
パ

ネ
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ョ
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