
土
地
に
刻
ま
れ
た

暮
ら
し
と
信
仰

宗
像
の
風
景

宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群

「
神
宿
る
島
」



古代から
受け継がれる風景

宗
像
の
景
観
と
は
？

　
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
を
結
ぶ
玄
界
灘
。
海
に

浮
か
ぶ
沖
ノ
島
の
姿
に
、
古
来
よ
り
人
々
は
畏
敬
の

念
を
抱
き
航
海
安
全
の
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。

信
仰
の
場
は
沖
ノ
島
か
ら
大
島
、
九
州
本
土
の

三
ヶ
所
に
広
が
り
、
海
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
広
大
な

空
間
に
宗
像
三
女
神
を
祀
る
宗
像
大
社
が
成
立
し

ま
し
た
。
玄
界
灘
の
自
然
の
中
で
、
宗
像
三
女
神

信
仰
は
育
ま
れ
、
宗
像
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
今
も

守
り
、
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
宗
像
地
域
の
景
観
の
魅
力
は
、
目
に
見
え
る
眺

め
の
美
し
さ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
土
地

に
暮
ら
し
、
生
業
を
営
み
、
信
仰
を
担
っ
た
人
々

の
足
跡
が
、
海
山
森
川
と
そ
こ
か
し
こ
に
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。景
観
は
、長
い
時
間
を
か
け
て
形
づ
く
ら
れ
、

今
も
な
お
人
々
の
営
み
と
共
に
緩
や
か
に
変
化
し
続

け
て
い
ま
す
。
目
の
前
の
何
気
な
い
風
景
の
中
に
、

宗
像
の
土
地
の
生
い
立
ち
を
物
語
る
歴
史
や
意
味

が
潜
ん
で
い
ま
す
。

宗
像
大
社
辺
津
宮

祭
神  

市
杵
島
姫
神

新
原
・
奴
山
古
墳
群

宗
像
大
社
中
津
宮

祭
神  

湍
津
姫
神

宗
像
大
社
沖
津
宮
遙
拝
所

宗
像
大
社
沖
津
宮（
沖
ノ
島
）

祭
神  

田
心
姫
神

お
き
つ
み
や

た
ご
り
ひ
め
の
か
み

よ
う
は
い
し
ょ

な
か
つ
み
や

た
ぎ
つ
ひ
め
の
か
み

ぬ
や
ま

へ
つ
み
や

い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
か
み

し
ん
ば
る
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山
と
海
が
向
か
い
あ
う
風
景

山
　
現
在
の
福
岡
県
の
宗
像
市
と
福
津
市
は
、
か
つ
て
宗
像

郡
と
呼
ば
れ
、古
代
に
は
全
国
で
八
つ
し
か
な
い「
神
郡
」

の
一
つ
に
定
め
ら
れ
た
歴
史
的
に
一
体
的
な
地
域
で
し
た
。

宗
像
地
域
は
、
北
は
玄
界
灘
に
面
し
て
大
島
・
地
島
等
の

島
々
が
点
在
し
、
東
に
は
湯
川
山
・
孔
大
寺
山
・
金
山
・

城
山
の
四
塚
連
山
、
西
に
は
対
馬
見
山
・
在
自
山
・
宮
地

岳
等
の
山
々
が
連
な
り
ま
す
。
大
島
の
御
嶽
山
山
頂
か
ら

九
州
本
土
側
を
見
渡
す
と
、
山
と
島
の
峰
々
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
地
形
が
見
て
取
れ
ま
す
。
一
方
、

視
線
を
北
に
向
け
る
と
沖
ノ
島
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
へ
と

続
く
玄
界
灘
を
一
望
で
き
ま
す
。

　
か
つ
て
宗
像
地
域
一
帯
を
支
配
し
た
の
が
古
代
豪
族
宗

像
氏
で
す
。
宗
像
氏
は
周
囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
釣
川
流

域
を
拠
点
に
、九
州
北
部
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と
向
か
う「
海

の
道
」
を
支
配
し
、
大
陸
と
の
交
流
や
沖
ノ
島
で
の
祭
祀

を
担
い
ま
し
た
。
沖
ノ
島
で
の
祭
祀
は
、
大
島
の
御
嶽
山

や
九
州
本
土
の
宗
像
山
へ
と
広
が
り
、
海
の
守
り
神
で
あ

る
宗
像
三
女
神
を
祀
る
宗
像
大
社
三
宮
が
成
立
し
ま
す
。

　
古
来
の
航
海
は
島
伝
い
に
次
々
と
船
を
進
め
て
い
く
も

の
で
、
島
や
山
が
航
海
の
重
要
な
目
印
で
し
た
。
中
世
の

宗
像
大
社
の
「
嶽
祭
」
と
い
う
神
事
で
は
、
東
の
湯
川

山
（
依
岳
）
や
南
の
許
斐
山
、
大
島
の
御
嶽
山
へ
の
雲

の
か
か
り
具
合
を
問
う
や
り
と
り
が
行
わ
れ
、
海
の
神
の

み
な
ら
ず
山
の
神
に
対
し
て
も
航
海
安
全
の
祈
り
を
捧
げ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　
宗
像
地
域
を
取
り
囲
む
山
々
や
丘
陵
に
は
、
そ
の
長
い

歴
史
を
反
映
し
て
多
く
の
遺
跡
や
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
神
社
や
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
無
数
の
古
墳
群
や
中

世
の
宗
像
大
宮
司
家
が
築
い
た
山
城
等
が
ひ
っ
そ
り
と
眠

り
、
現
代
の
私
た
ち
と
共
存
し
て
い
ま
す
。

「筑前国郡絵図宗像郡図」、福岡県立図書館所蔵
江戸時代の宗像郡（現在の宗像市・福津市）の絵図。

名
児
山

桂
岳

御
嶽
山

地
島

大
島

宗
像
山

白石浜

恋
の
浦楯

崎

勝浦浜
渡半島

江口浜

釣川

鐘崎
神
湊

勝
島

草
崎

湯
川
山

孔
大
寺
山

辺津宮

中
津
宮

沖津宮遙拝所

新原・奴山古墳群

対
馬
見
山

大
峰
山

在
自
山

宮
地
岳

大島の御嶽山山頂から九州本土への眺望

宗像地域の地形

た
け
さ
い

ま
つ

よ
り
た
け 峰

々
に
囲
ま
れ
る

神
郡
宗
像
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か
つ
て
「
神
郡
」
で
あ
っ
た
宗
像
地
域
に
は
、
各
集
落
を

守
る
氏
神
と
し
て
多
く
の
宗
像
大
社
の
末
社
が
あ
り
ま
す
。

神
社
は
古
く
に
は
「
モ
リ
」
と
も
読
ま
れ
ま
す
。
神
社
に
社

殿
が
で
き
る
遥
か
昔
、
山
や
岩
や
木
と
い
っ
た
自
然
が
神
の

宿
る
場
所（
神
奈
備
）と
さ
れ
ま
し
た
。森
そ
の
も
の
が「
神

社
」
で
あ
り
、「
鎮
守
の
森
」、「
社
叢
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

宗
像
地
域
で
は
、
宗
像
大
社
と
集
落
の
神
社
（
氏
神
）、
二

つ
の
神
社
の
氏
子
を
兼
ね
て
い
る
場
合
も
多
く
、
境
内
の
清

掃
や
神
社
の
祭
礼
行
事
に
参
加
す
る
な
ど
、
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
神
社
を
大
切
に
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
先
人
達
は
、
森
を
切
り
開
き
田
畑
や
集
落
を
つ
く
り
な
が

ら
も
、
山
の
尾
根
や
急
斜
面
、
海
に
突
き
出
た
岬
、
森
の
水

源
等
、
人
が
干
渉
し
て
は
い
け
な
い
自
然
や
重
要
な
場
所
に
、

神
社
や
祠
を
設
け
、
鎮
守
の
森
と
し
て
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　
古
墳
も
ま
た
時
代
が
経
つ
と
木
々
が
生
い
茂
っ
て
森
と
な

り
、
神
社
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
中
津
宮
が
鎮
座
す
る
御
嶽
山
は
、
昭
和
30
年
代
ま
で
薪
の

採
取
や
炭
焼
き
な
ど
、
雑
木
林
の
里
山
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
本
殿
の
周
囲
に
は
シ
イ
や
カ
シ
等
の
照
葉
樹
の

森
が
残
さ
れ
て
お
り
、
泉
が
湧
き
出
る
「
天
之
真
名
井
」
に

は
水
神
様
の
祠
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
辺
津
宮
が
鎮

座
す
る
宗
像
山
の
下
高
宮
は
、
宗
像
三
女
神
降
臨
の
地
と
の

伝
承
が
あ
り
、
上
高
宮
は
禁
足
地
と
し
て
人
の
立
ち
入
り
が

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
宗
像
地
域
に
は
、
鎮
守
の
森
が
く
ま
な
く
広
が
っ
て
い
ま

す
。
祭
の
場
で
あ
り
、
多
様
な
動
植
物
の
生
息
地
で
も
あ
る

こ
れ
ら
の
森
に
は
、
自
然
と
人
々
の
共
生
の
歴
史
と
伝
統
が

深
く
根
付
い
て
い
ま
す
。

自
然
を
介
し
て

  

カ
ミ
と
人
が
出
会
う

左／沖ノ島は島自体が御神体であり、太古の
自然がほぼ手つかずのまま残されている。
下／御嶽山参道。御嶽山は中津宮の鎮守の
森であり、大島住民の里山でもある。

自
然
崇
拝
が
息
づ
く
鎮
守
の
森

杜
か
ん 

な  

び

し
ゃ
そ
う

ち
ん
じ
ゅ

ほ
こ
ら

辺津宮本殿の右奥にそびえる宗像山。

宗像大社末社の分布図。旧宗像郡の多くの集落に末社が広がっている。

あ
め  

の  

ま  

な  

い
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宮若市

鞍手町

宗像市

古賀市

福津市

岡垣町

地島

大島 中津宮

辺津宮

沖津宮遙拝所

御嶽神社

鐘崎

神湊

勝浦

津屋崎

福間

江口

田島

0 5km



新原・奴山古墳群

宗像大社辺津宮

宗像大社中津宮大島

勝浦潟

釣川

0 5km

海
の
記
憶
が
続
く
風
景

入
海

宗像地域の入海範囲と大型古墳の
分布。その他にも山中には無数の
古墳群が現存する。

新原・奴山古墳群を見下ろす高台から。大島、
さらには沖ノ島へと続く海域が一望できまる。

「勝浦嶽并海中道」『筑前国続風土記附録』寛政9年（1797）、個人蔵
江戸時代の勝浦潟の風景。海岸の砂州は松原が続く「海中道」と呼ばれた景勝地であり、干拓地には塩焼きの煙が上り、外海と
つながる津屋崎の港には帆船が集まる。丘陵には茅葺民家の農村集落と共に、「大塚」「剣塚」といった古墳に由来する地名が見える。

青
々
と
し
た
水
田
は

古
代
の
海
を
物
語
る

宗像大社中津宮

新原・奴山古墳群

宗像大社
沖津宮遙拝所

宗像大社辺津宮

　
勝
浦
潟
（
桂
潟
）
と
釣
川
は
か
つ
て
入
海
で
し
た
。
宗

像
地
域
に
は
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
築
か
れ
た
約

二
八
〇
〇
基
も
の
古
墳
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
入
海
に
面
し

た
台
地
や
丘
陵
に
位
置
し
ま
す
。
沖
ノ
島
祭
祀
を
担
い
、
対

外
交
流
に
活
躍
し
た
宗
像
氏
は
、
そ
の
死
後
も
沖
ノ
島
へ
と

続
く
海
を
強
く
意
識
し
た
場
所
に
古
墳
群
を
築
い
た
の
で
す
。

　
そ
の
中
で
も
新
原
・
奴
山
古
墳
群
は
、
入
海
に
突
き
出
た

台
地
上
に
前
方
後
円
墳
や
円
墳
、
方
墳
と
大
小
様
々
な
古
墳

が
集
中
し
て
お
り
、
大
島
や
玄
界
灘
を
一
望
で
き
ま
す
。
か

つ
て
こ
の
海
域
を
行
き
交
っ
た
船
か
ら
も
古
墳
群
は
良
く
見

え
、
こ
の
地
域
を
支
配
す
る
宗
像
氏
の
存
在
を
象
徴
す
る
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
砂
州
や
砂
丘
に
抱
か
れ
た
入
海
は
天
然
の
良
港
で
、
海
と

内
陸
を
つ
な
ぐ
交
通
の
拠
点
と
し
て
地
域
を
支
え
ま
し
た
。

勝
浦
潟
の
周
囲
に
は
、
か
つ
て
船
を
係
留
す
る
た
め
に
使
っ

て
い
た
「
舟
つ
な
ぎ
石
」
が
今
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

　
入
海
は
人
々
の
暮
ら
し
の
営
み
の
中
で
姿
を
変
え
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
福
岡
藩
に
よ
っ
て
海
岸
線
に
防
風
林
・
防

砂
林
と
し
て
松
が
植
林
さ
れ
、
入
海
は
塩
田
や
新
田
の
開
発

に
よ
っ
て
干
拓
さ
れ
、
現
在
へ
至
り
ま
す
。

　
現
在
の
田
園
風
景
は
、
地
元
農
家
の
何
代
に
も
わ
た
る
営

農
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
田
に
た
た
ず
む
古
墳
も
ま
た
、
地
元
住
民
に
よ
っ
て

草
刈
り
等
の
手
入
れ
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
役
目
を
終

え
た
か
つ
て
の
入
海
は
水
田
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
が
、
大

海
原
の
よ
う
に
広
が
る
田
園
風
景
は
、
こ
の
場
所
で
船
が
行

き
交
っ
て
い
た
往
時
の
風
景
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

写真／吉村靖徳

うみのなかみち

かやぶき
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入
海
か
ら
川
へ
の
う
つ
ろ
い

川

　
山
々
か
ら
の
い
く
つ
も
の
支
流
が
合
わ
さ
っ
て
玄
界
灘

へ
注
ぐ
釣
川
は
、
古
代
か
ら
今
日
ま
で
宗
像
地
域
の
水
源

で
あ
り
、
人
々
の
暮
ら
し
は
川
の
流
れ
と
共
に
あ
り
ま
し

た
。「
む
な
か
た
」
の
語
源
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
釣
川

の
上
流
ま
で
海
が
入
り
込
み
干
潟
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

か
ら
〝
沼
無
潟
〞、〝
空
潟
〞
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
川

は
山
を
削
り
、
流
れ
出
た
土
砂
が
積
も
り
積
も
っ
て
平
野

を
つ
く
り
ま
す
。
弥
生
時
代
に
稲
作
が
始
ま
っ
て
以
来
、

釣
川
を
水
源
に
平
野
は
水
田
と
な
り
、
高
台
に
は
人
々
が

定
住
し
て
ム
ラ
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
古
代
豪
族
の
宗
像
氏

は
、
釣
川
流
域
を
拠
点
に
内
陸
部
の
農
村
と
沿
岸
部
の
漁

村
を
支
配
し
て
お
り
、
大
陸
か
ら
の
先
進
文
化
も
釣
川
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
こ
の
土
地
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
辺
津
宮
と
釣
川
も
ま
た
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。『
日

本
書
紀
』
に
「
海
浜
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
辺
津
宮

の
傍
を
流
れ
る
釣
川
は
古
代
に
は
入
海
で
し
た
。
入
海
を

「田島宮社頭古絵図」、寛永年間（1624‒1644）成立
（出典『宗像神社史』上巻）
中世の辺津宮境内の様子を描いたとされる境内図。
境内を横切る参道は釣川へとつながる。

昭和30年代の辺津宮の景観
（出典『宗像神社史』上巻）
宗像山から伸びる中央の森が辺津宮。か
つての入海は水田となり、釣川の水害を
避けるように、山麓の微高地に集落が形
成されている。

地島

草崎

望
む
宗
像
山
の
中
腹
で
祭
祀
が
行
わ
れ
、
や
が
て
麓
に
社

殿
が
築
か
れ
宗
像
大
社
の
中
心
と
し
て
多
く
の
神
事
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
中
世
の
宗
像
大
社
に
は
海
や
川
を
介
し
た
神
事
が
数
多

く
あ
り
、
最
大
の
神
事
の
一
つ
で
あ
る
放
生
会
の
「
船
闘

神
事
」
で
は
、
鐘
崎
・
神
湊
・
勝
浦
浜
・
津
屋
崎
と
い
っ

た
宗
像
の
漁
村
か
ら
供
進
さ
れ
た
神
船
に
神
輿
を
載
せ
て
、

釣
川
で
競
漕
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
釣
川
は
堆
積
し
た
土
砂
に
よ
り
舟
が

遡
上
で
き
な
く
な
り
、
釣
川
一
帯
が
干
拓
さ
れ
田
園
と
な

り
ま
し
た
。「
田
島
」
と
い
う
地
名
が
示
す
様
に
、
鎮
守

の
森
に
包
ま
れ
た
辺
津
宮
は
、
田
に
浮
か
ぶ
島
の
よ
う
に

田
園
風
景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

釣川を行き交う歴史と風景

悠 と々流れる釣川（下流域）

む
な
か
た

む
な
か
た

へ
つ
み
や

ふ
な
く
ら
べ
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　「
鐘
ヶ
崎
や
神
の
湊
の
さ
び
た
味
は
捨
て
難
き
も
の
で
あ
り
、
磯

鼻
先
を
崖
の
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
椀
形
の
空
間
を
感
ぜ
ら
る
る
当

り
は
あ
ま
り
人
の
口
に
も
さ
れ
ぬ
奇
景
と
思
い
ま
す
」
と
宗
像
の

風
景
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、
洋
画
家
の
坂
本
繁
二
郎
。
坂
本
は
、

「
殆
ど
全
線 

松
と
岩
と
砂
浜
の
連
続
で
あ
る
光
景
は
須
磨
や
明
石

の
比
で
は
な
く
、
賞
美
す
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
」
と
も
述
べ
、
そ

こ
に
広
が
る
風
景
の
美
し
さ
を
絶
賛
し
、
そ
の
思
い
を
作
品
へ
と
昇

華
さ
せ
ま
し
た
。

　
そ
の
坂
本
が
『
日
本
風
景
版
画 

筑
紫
之
部
』
の
ひ
と
つ
と
し
て

大
正
七
年
に
制
作
し
た
「
神
湊
」
に
は
、
勝
浦
浜
の
海
岸
か
ら
草

崎
と
勝
島
、
遠
く
に
大
島
を
の
ぞ
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
遠

景
に
黒
一
色
で
描
か
れ
た
島
々
は
シ
ル
エ
ッ
ト
の
よ
う
で
あ
り
、
画
面

の
大
部
分
を
占
め
る
藍
色
の
海
と
そ
の
上
に
広
が
る
空
に
は
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
深
み
が
表
現
さ
れ
、
そ
こ

に
白
い
波
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
画
面
に
動
き
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

松田諦晶（1886-1961、久留米市生まれ）
「鐘ヶ崎風景（藁家と松）」大正11年（1922）、個人蔵

坂本繁二郎（1882-1969、久留米市生まれ）
『日本風景版画 筑紫之部』より「神湊」大正7年（1918）

古賀春江（1895-1933、久留米市生まれ）
「二階より」大正11年（1922）、石橋財団石橋美術館蔵

近代美術に描かれた宗像

風景へのまなざし

古賀春江とともに大正11年に滞在した鐘崎の風景を主題にした
もの。手前に大きく描かれたうねる松の木ごしに、藁葺き屋根の
家と海をのぞき見るような構図がとられている。濃い緑を多用す
る力強い筆触でまとめられ、形は大胆にデフォルメされている。

大正11年に松田諦晶とともに滞在した鐘崎の油屋旅館の二階
から見た風景で、民家の藁屋根越しの海の向こうには大島と地
島が見える。実景に基づきつつも、○や△や□などといった形で
風景を捉えようとする、造形的志向がみてとれる。

中村研一（1895-1967、宗像市生まれ）
「津屋崎渡ル海岸」明治41年（1908）、
中村研一・琢二生家美術館蔵
14歳の頃に描かれた水彩画。画家のふるさとにほど近い、
津屋崎の渡半島付近の海岸を描くものであり、画面の中央
には「画中画」として、同じ場所を別のアングルから見たで
あろう恋の浦の風景が描かれている。

中村研一
「日本海沖ノ島」昭和11年（1936）、宗像市蔵
湾曲する曲線を多用し、波止場から太鼓岩を右手に見ながら、沖ノ島を
見上げるような視点がとられ、絵の上部には沖津宮の鳥居が描かれている。
中村は水雷敷設艦「沖島」の士官室に飾る絵として海軍から依頼を受け、
沖ノ島に9日間上陸してスケッチを重ねた後に本作を完成させた。

ま
す
。
大
胆
な
色
と
構
図
で
構
成
さ
れ
た
本
作
か
ら
は
、
坂
本
が

神
湊
の
海
景
に
魅
了
さ
れ
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
近
代
に
お
い
て
観
光
や
写
生
旅
行
が
ブ
ー
ム
と
な
る
な
か
、
日
本

各
地
に
存
在
す
る
自
然
の
美
し
さ
が
画
家
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
通

し
て
再
発
見
さ
れ
、
次
々
と
風
景
画
が
描
か
れ
ま
し
た
。
画
家
た

ち
は
、
名
所
や
旧
蹟
で
は
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
の
美
し
さ
を
自

ら
の
目
で
選
び
取
り
、
変
化
に
富
む
地
形
や
幽
境
の
発
見
に
喜
び

を
感
じ
た
の
で
す
。

　
湾
曲
す
る
海
岸
線
や
白
砂
青
松
、深
く
澄
ん
だ
紺
碧
の
海
の
色
は
、

美
し
い
自
然
の
風
景
を
求
め
た
彼
ら
画
家
た
ち
に
と
っ
て
、
絵
に
描

く
べ
き
絶
好
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

宗
像
と
い
う
地
は
、
古
代
か
ら
連
綿
と
つ
ら
な
る
長
い
歴
史
に
加
え
、

そ
の
地
に
身
を
置
い
て
そ
こ
に
広
が
る
風
景
と
対
峙
し
た
画
家
た

ち
の
豊
か
な
想
像
力
を
か
き
た
て
た
、
豊
饒
の
海
と
も
言
え
る
場

所
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

わら

わら

ほ
う
じ
ょ
う

せ
き

こ
ん
ぺ
き
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宗
像
地
域
は
、
対
馬
海
流
と
い
う
東
ア
ジ
ア
沿
岸
の
海
の

大
動
脈
に
面
し
ま
す
。
こ
の
海
流
に
乗
っ
て
人
々
は
海
を
渡

り
、
文
化
を
運
び
、
豊
か
な
海
の
恩
恵
を
得
て
き
ま
し
た
。

海
流
は
大
地
を
も
造
形
し
ま
す
。
波
に
よ
っ
て
削
ら
れ
た
土

砂
が
沿
岸
流
に
乗
っ
て
海
岸
に
運
ば
れ
、
長
い
時
間
を
か
け

て
砂
浜
や
砂
丘
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
宗
像
地
域
の
海
岸
は
、

北
か
ら
鐘
崎
、
草
崎
、
楯
崎
と
い
う
岬
や
鼻
が
玄
界
灘
に
突

き
出
て
、
そ
の
間
に
は
緩
や
か
な
弧
状
を
描
く
白
い
砂
浜
と

緑
の
松
原
が
続
き
ま
す
。

　「
広
げ
た
パ
ラ
ソ
ル
の
縁
」と
形
容
さ
れ
る
自
然
海
岸
に
は
、

海
流
や
風
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
多
く
の
漂
着
物
が
打
ち
上

が
り
ま
す
。
漂
着
物
が
寄
る
季
節
は
冬
。
大
陸
か
ら
吹
く
北

西
の
季
節
風
で
海
は
荒
れ
、
黒
潮
や
対
馬
海
流
に
乗
っ
た

様
々
な
物
が
浜
一
面
に
広
が
り
ま
す
。

　
漂
着
物
は
様
々
な
歴
史
を
物
語
り
ま
す
。
玄
界
灘
は
、
波

が
荒
く
潮
流
も
速
い
た
め
、
航
海
の
難
所
と
し
て
有
名
で
す
。

古
来
よ
り
、
宗
像
の
浜
に
難
破
し
た
船
か
ら
流
れ
つ
い
た
積

み
荷
、
い
わ
ゆ
る
「
寄
物
」
は
宗
像
大
社
の
神
物
と
さ
れ
、

末
社
の
修
理
費
用
に
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
時
の
朝
廷

か
ら
正
式
に
認
め
ら
れ
た
特
権
で
、
こ
の
海
域
は
宗
像
大
社

の
治
め
る
神
聖
な
領
域
と
も
い
う
べ
き
場
所
で
し
た
。

　
し
か
し
、
近
年
で
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

容
器
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
等
の
大
量
の
ゴ
ミ
も
運
ば
れ
ま
す
。

ま
た
、
松
食
い
虫
等
の
被
害
に
よ
り
松
原
の
荒
廃
も
目
立
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
美
し
い
海
岸
を
未
来
へ
残
し
た
い
。

こ
う
し
た
思
い
か
ら
、
海
岸
清
掃
や
松
の
苗
木
の
植
樹
な
ど
、

自
治
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
学
校
、
企
業
等
が
海
岸
の

保
全
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
白
砂
青
松
と
呼
ぶ
に
相

応
し
い
美
し
い
海
岸
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

対馬海流の流路（水産大学校滝川哲太郎作成）
黒潮から分岐した対馬海流は、九州の西方を通り、
対馬海峡を抜けて日本海を北上する。

宗像・沖ノ島世界遺産市民
の会による海岸清掃の様子。
（沖津宮遙拝所付近）

玄界灘の海岸で40年以上、漂着
物の研究を行ってきた石井忠先生。
ご自宅には椰子の実やオウムガイ
等、採集した漂着物の数々が保管
されている。

海
か
ら
寄
り
来
る
も
の浜

浜
に
打
ち
上
が
る

　
海
の
恵
み
と
厄
介
物

勝浦浜の海岸。草崎と勝島、遠くに大島を望む。

よ
せ
も
の
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浦
と
は
、
入
江
や
湾
と
い
っ
た
海
辺
の
集
落
や
港
町
を

指
し
ま
す
。
奥
ま
っ
た
入
江
は
安
全
に
船
が
出
入
り
で
き
、

磯
は
魚
や
貝
、
海
藻
等
の
海
の
幸
の
宝
庫
で
す
。

　
古
来
よ
り
玄
界
灘
沿
岸
の
浦
々
に
は
、
豊
富
な
海
の
知

識
と
操
船
技
術
を
活
か
し
て
漁
業
や
航
海
に
従
事
し
た
海

の
民
、
海
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　
海
人
の
系
譜
は「
宗
像
七
浦
」（
鐘
崎
、地
島
、大
島
、神
湊
、

勝
浦
、
津
屋
崎
、
福
間
）
と
総
称
さ
れ
る
玄
界
灘
沿
岸
の

浦
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
七
浦
と
い
っ
て
も
、

潜
水
漁
業
や
捕
鯨
で
に
ぎ
わ
っ
た
漁
村
も
あ
れ
ば
、
製
塩

業
や
商
船
で
栄
え
た
港
町
も
あ
る
な
ど
、
海
と
の
関
わ
り

方
は
様
々
で
、
各
浦
の
風
景
も
異
な
り
ま
す
。
鐘
崎
の
漁

村
に
目
を
向
け
る
と
、
漁
師
の
家
が
海
に
向
か
っ
て
立
ち

並
び
、
背
後
に
迫
る
山
に
は
か
つ
て
農
地
が
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。
港
に
は
漁
船
が
留
ま
り
、
魚
や
海
草
類
を
干
し
、

漁
網
の
手
入
れ
を
す
る
な
ど
、
海
と
陸
の
地
形
を
活
か
し

た
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
風
景
に
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。

　
漁
師
達
に
と
っ
て
、
玄
界
灘
の
海
は
豊
か
な
恵
み
を
も

た
ら
す
穏
や
か
な
時
も
あ
れ
ば
、
荒
れ
狂
う
時
も
あ
り
ま

す
。
宗
像
の
漁
師
達
に
と
っ
て
、
海
上
の
安
全
を
守
る
沖

ノ
島
や
宗
像
三
女
神
へ
の
信
仰
は
特
別
な
も
の
で
す
。
宗

像
大
社
の
秋
季
大
祭
の
初
日
、
毎
年
十
月
一
日
に
行
わ

れ
る
「
み
あ
れ
祭
」
は
、
沖
津
宮
、
中
津
宮
、
辺
津
宮

の
宗
像
三
女
神
が
年
に
一
度
、
辺
津
宮
に
そ
ろ
う
神
迎
え

の
神
事
で
す
。

　
沖
津
宮
と
中
津
宮
の
女
神
を
載
せ
た
二
隻
の
御
座
船
と

先
導
船
を
先
頭
に
、
宗
像
七
浦
の
漁
船
数
百
隻
が
大
島
か

ら
神
湊
ま
で
海
上
神
幸
し
ま
す
。
大
漁
旗
を
な
び
か
せ
玄

界
灘
を
進
む
漁
船
団
の
姿
は
壮
観
で
あ
り
、
現
在
の
宗
像

三
女
神
信
仰
を
象
徴
す
る
「
海
」
の
神
事
で
す
。

海に感謝し、海と共に生きる

宗
像
の
海
に
生
き
る
人
々

浦

海上からみる鐘崎の町並み。鐘崎は日本海側の海女発祥の地とされる。

みあれ祭の海上神幸

津屋崎漁港でのイカ干し

鐘崎の海女漁
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大
島
の
漁
師
達
は
、
今
も
昔
も
自
分
た
ち
が
沖
ノ
島
を

守
っ
て
き
た
と
の
自
負
が
あ
り
、
畏
敬
の
念
と
親
し
み
を

込
め
て
「
沖
ノ
島
様
」、「
不
言
様
」
と
呼
び
ま
す
。
大
島

の
漁
師
達
に
と
っ
て
沖
ノ
島
の
海
は
絶
好
の
漁
場
で
、
昭

和
30
年
代
ま
で
沖
ノ
島
の
波
止
場
に
小
屋
を
か
け
て
住
み

込
み
で
漁
を
し
て
い
ま
し
た
。
海
が
荒
れ
漁
に
出
ら
れ
な

い
時
は
沖
津
宮
を
清
掃
し
、
漁
の
帰
り
に
は
獲
っ
た
魚
を

献
上
す
る
な
ど
、
日
々
の
感
謝
を
欠
か
し
ま
せ
ん
。
沖
ノ

島
は
豊
漁
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
漁
師
達
の
海
の
守

り
神
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
海
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
航
海
は
常
に
危
険
と
隣

り
合
わ
せ
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
海
か
ら
仰
ぎ
み
る
島
や

山
な
ど
、
目
標
物
と
な
る
自
然
の
地
形
が
神
の
存
在
を
意

識
す
る
場
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
遥
か
昔
、
荒
れ
狂

う
玄
界
灘
を
越
え
て
い
っ
た
人
々
は
、
波
間
に
現
れ
る
沖

ノ
島
を
拠
り
所
と
し
て
航
海
安
全
を
祈
る
よ
う
に
な
り
、

い
つ
し
か
神
宿
る
島
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
し
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
大
島
の
漁
師
達
は
沖
ノ
島
と
大
島
の
間

の
海
域
を
「
神
中
」
と
呼
び
、
海
上
で
沖
ノ
島
に
祈
り
を

捧
げ
て
い
ま
し
た
。

漁
師
達
が
受
け
継
ぐ

島
の
信
仰

「大島図」『筑前国続風土記附録』
寛政9年(1797)、個人蔵
中央には中津宮が鎮座する御嶽山、北側に
は沖津宮遙拝所、海の向こうに沖ノ島が描
かれる。江戸時代、大島は島守が沖ノ島へ
渡る際に心身を清める潔斎の島だった。

「難船図絵馬」大正11 年（1922）、金刀比羅神社所蔵
玄海灘の海難事故で助かった人々が、金刀比羅神社（福津市在自）
に感謝して奉納した絵馬。御嶽山上空に浮かぶ御幣から船団へと伸び
る光が神の霊験を象徴する。

昭和30年代の大島(出典『宗像神社史』上巻)
小高い丘の上の中津宮は鎮守の森に覆われ、海辺に寄り添うように漁師の民家が立ち並ぶ。

海上から眺める大島の御嶽山。かつては海岸まで参道が
続いており、直接舟をつけて中津宮へ参拝していた。

信
仰
の
島
、
沖
ノ
島
と
大
島

島

　
大
島
の
御
嶽
山
も
ま
た
航
海
者
達
の
厚
い
信
仰
を
集
め

て
き
ま
し
た
。
漁
師
達
は
、「
山
ア
テ
」
と
い
っ
て
、
海

上
か
ら
眺
め
る
島
や
山
、
岬
を
目
印
に
航
行
し
、
漁
場
の

位
置
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
御
嶽
山
の
山
頂
に
は
御
嶽

神
社
が
鎮
座
し
、
そ
こ
か
ら
伸
び
る
尾
根
は
参
道
と
な
っ

て
山
麓
の
中
津
宮
本
殿
に
至
り
、
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
海
へ

届
き
ま
す
。
中
津
宮
は
海
を
望
み
、
海
か
ら
も
望
ま
れ

ま
す
。
大
島
か
ら
船
で
沖
へ
出
る
と
、
海
辺
の
鳥
居
は
水

平
線
の
下
に
消
え
、
大
島
の
輪
郭
の
中
で
御
嶽
山
は
一

際
目
立
ち
ま
す
。

　
大
島
へ
行
き
来
す
る
船
上
の
風
景
か
ら
は
、
陸
か
ら
海
、

海
か
ら
陸
へ
と
人
々
の
暮
ら
し
の
意
識
を
強
く
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
い
わ
ず
さ
ま

1819



　
玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
沖
ノ
島
は
、
厳
し
い
禁
忌
に
よ
っ
て
一
般
に
立

入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
海
を
隔
て
た
大
島
の
北
端
に

沖
津
宮
遙
拝
所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。「
遥
拝
」
と
は
、
遥
か
遠
く

か
ら
拝
む
こ
と
で
あ
り
、
沖
津
宮
遙
拝
所
は
沖
ノ
島
を
ご
神
体
と
す

る
拝
殿
と
し
て
の
役
割
を
も
ち
ま
す
。
毎
年
春
・
秋
の
沖
津
宮
大
祭

は
沖
津
宮
遙
拝
所
で
行
わ
れ
、
社
殿
の
扉
を
開
き
そ
こ
か
ら
沖
ノ
島

を
遥
拝
し
ま
す
。

　
九
州
本
土
の
海
岸
や
高
台
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
、
九
州
本
土
の
江
口
浜
に
沖
津
宮
・
中
津

宮
の
遥
拝
所
が
存
在
し
、
福
岡
藩
主
が
領
内
を
巡
見
す
る
際
に
辺
津

宮
を
参
拝
し
た
後
、
こ
こ
か
ら
両
宮
を
遥
拝
し
ま
し
た
。
ま
た
、
大

島
南
岸
の
宮
崎
に
は
辺
津
宮
へ
の
遥
拝
所
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
海
で

隔
て
ら
れ
た
三
宮
が
遥
拝
に
よ
っ
て
相
互
に
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
の
他
、
遠
く
離
れ
た
福
岡
城
下
町
の
荒
津
山
（
福

岡
市
西
公
園
）
や
魚
町
（
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
い
ま
す
。

　
宗
像
地
域
の
人
々
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
も
海
上
安
全
、
豊

漁
祈
願
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
と
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
ま
し
た
。
ま
た
本
土
で
も
、
か
つ
て
は
「
沖
ノ
島
籠
り
」
と
呼
ば

れ
る
風
習
が
あ
り
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
夏
頃
、
集
落
近
く
の
沖
ノ

島
が
見
え
る
浜
辺
や
山
の
高
台
に
籠
り
、
神
酒
・
赤
飯
等
を
供
え
、

田
植
え
が
無
事
終
わ
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
や
無
病
息
災
を
願
っ
て
沖

ノ
島
を
遥
拝
し
て
い
ま
し
た
。
宗
像
地
域
の
人
々
は
、
風
景
に
神
の

気
配
を
感
じ
つ
つ
、
沖
ノ
島
や
宗
像
三
女
神
へ
の
信
仰
を
大
切
に
守

り
続
け
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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宗像大社辺津宮

新原・奴山古墳群

宗像大社中津宮

km
52.50沖ノ島の可視範囲マップ

GIS（地理情報システム）による沖ノ島（頂上）の可視領域解析結果を基に作成。
N

遥拝の伝統

昭和30年代の沖津宮遙拝所。水平線上に沖ノ島の島影が見える。（出典『沖ノ島　宗像神社沖津宮祭祀遺跡』）

風景にカミが宿る

宗像大社
沖津宮遙拝所

深浜

沖ノ島展望台（遠見山）

湯川山

沖津宮遥拝所跡(江口）

江口浜

中津宮遥拝所跡(神湊）

勝浦浜

白石浜

丸山
森山

恋の浦浜

大峰山
在自山

沖津宮遥拝所跡（竹の山）

対馬見山

辺津宮遥拝所跡(宮崎)

楯崎神社

沖ノ島可視範囲

2021



ふ
る
さ
と
の
風
景
を

未
来
へ
受
け
継
い
で
い
く
た
め
に

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

景観保全の考え方

一

二

三

四

五

沖ノ島や自然への
眺望を守る

沖ノ島と共にある祈りと暮らしの景観を
守り、育て、次代へ引き継ぐ

　「神宿る島」沖ノ島に対する信仰は、玄界灘の雄大な自然の中で生まれ宗像三女神信仰として発展しました。
宗像地域に暮らし、生業を営み続けてきた人々によって信仰は育まれ、今も受け継がれています。宗像地
域の景観は、連綿と続く人々の暮らしや信仰の歴史が積み重なって形作られており、景観を守ることは、地
域の自然や暮らし、伝統や文化、そして本遺産群を守ることへとつながります。先人から受け継いだ宗像地
域の景観を守り、育て、次代へ引き継いでいきます。

宗像地域では、沖ノ島や宗像三女神に対する信仰と共に、豊かな自然
が大切に守られてきました。沖ノ島や古代東アジアとの交流の舞台とな
った玄界灘への眺望、その骨格となる自然の地形を守ります。

宗像地域の人々の暮らしの中で、沖ノ島や宗像大社への信仰は受け継
がれています。この土地で人々が暮らし続けてきた、生活や生業の場、
神社等の祭礼の場の景観を守ります。

世界遺産の最大の目的は、人類共通の遺産として後世に継承していくこ
とです。宗像地域の景観と共に、本遺産群の世界遺産としての価値を守り、
伝え、次代へ継承します。

宗像地域の景観は、自然や風土、古代から脈々と続く歴史、人々の
暮らしや信仰が重なりあうことで成り立っています。地域の歴史的背景や
自然との調和に配慮し、本遺産群の一体感を実感できるように景観を
形成します。

遺産の保護や景観の保全は、法や条例、制度だけでは守れません。
地域全体で価値観を共有し、共に行動することが重要です。地域住民、
市民活動団体、事業者、行政機関等の関係者が、地域内外の人 と々
協働して宗像地域の景観を守り、育てます。

暮らしと
祭礼の場を守る

つながりを感じる
景観を創る

地域と共に担う

世界遺産として
未来へ伝える

緩衝地帯※

宗像大社沖津宮遙拝所

宗像大社中津宮

新原・奴山古墳群

福津市

宗像市

福 岡 県

宗像大社辺津宮

遺産群の位置および緩衝地帯の範囲

km
20100

N

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

一
六
〇
〇
年
以
上
も
の
時
を
越
え
て
、
宗
像
地
域
の

人
々
に
よ
っ
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
遺
産
群
で
す
。

二
〇
〇
九
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト

に
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
福
岡
県
・
宗

像
市
・
福
津
市
は
、
市
民
団
体
、
民
間
団
体
等
で
構

成
さ
れ
る
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
世
界

遺
産
推
進
会
議
を
設
立
し
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
世
界
遺
産
の
目
的
は
、
人
類
共
通
の
遺
産
と
し
て

後
世
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
故
郷
の
宝
を
世

界
の
宝
へ
。
世
界
遺
産
へ
登
録
す
る
こ
と
が
終
着
点

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
遺
産
群
を
い
か
に
守
り
、
伝

え
て
い
く
か
が
重
要
で
す
。
沖
ノ
島
や
古
代
遺
跡
、

古
墳
や
神
社
だ
け
を
守
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
玄

界
灘
の
大
自
然
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
・
生

業
や
信
仰
等
、
故
郷
の
景
観
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
、

世
界
遺
産
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
景
観
を
い
か
に
守
り
、
育
ん
で
い
く
の
か
。
こ
の

こ
と
は
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
と
密
接
に
関
わ
る
課
題

で
も
あ
り
ま
す
。
私
達
は
、
地
域
の
人
々
と
共
に
、

遺
産
群
の
保
護
と
景
観
を
保
全
す
る
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

宗像大社沖津宮（沖ノ島）

※「緩衝地帯（バッファーゾーン）」とは、世界遺産
としての価値を保護するために、遺産周辺に設
けられる景観を保全する区域。

5つの方針

理  念
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