
　﹃
糟
屋
郡
志
﹄
総
説
・
沿
革
に
、
古
い

文
献
に
見
え
る
糟
屋
と
い
う
名
称
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
整
理
す
る
と
、

（
１
）
延
喜
式
に「
筑
前
国
糟
屋
郡
」
が

あ
る
。
⋮
⋮
延
喜
式
は
平
安
時
代

の
延
喜
５
年（
９
０
５
年
）
に
編
さ

ん
を
開
始
、
延
長
５
年（
９
２
７
年
）

に
完
成
。「
式
」は
律
令
の
施
行
細
則

を
指
し
ま
す
。

（
２
）
和
名
抄
に「
筑
前
国
糟
屋︿
加
須

也
﹀」
と
あ
る
。
⋮
⋮
和
名
抄
は
平

安
時
代
中
期
の
辞
書
。
承
平
年
間

（
９
３
１
～
８
年
）
に
編
さ
ん
さ
れ

ま
し
た
。︿
　
﹀内
は
二
行
に
分
け
て

書
か
れ
て
い
て
、
糟
屋
を「
か
す
や
」

と
読
む
、
と
万
葉
仮
名
風
に
読
み

方
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ま
だ
ひ

ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
が
な
く
、
漢
字

を
使
っ
て
読
み
方
を
表
記
し
た
の

が
万
葉
仮
名
で
す
。

　﹃
糟
屋
郡
志
﹄
で
は
、
糟
屋
と
い
う

名
前
の
由
来
は「
不
詳
」（
わ
か
ら
な

い
）と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
書
紀
に
仲
哀
天
皇
が

橿か
し

日ひ
の

宮み
や

、
つ
ま
り
現
在
の
香
椎
宮
に

来
た
こ
と
を
、「
儺な

の
県

あ
が
た

に
到
る
」と
表

現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
儺
県
は
現

在
の
那
珂
郡
の
こ
と
で
、「
上
代
」（
奈

良
時
代
以
前
）に
は
糟
屋
郡
も
那
珂
郡

の
内
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
し
て
い

ま
す
。

　
た
だ
、
こ
れ
は
言
い
過
ぎ
で
、
確
か

な
の
は
香
椎
が
儺
県
に
含
ま
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
儺
県

が
那
珂
郡（
福
岡
市
・
春
日
市
・
大
野

城
市
・
那
珂
川
市
な
ど
の
一
部
ま
た
は

全
域
）
を
超
え
て
糟
屋
郡
の
一
部（
香

椎
）ま
で
含
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
す
が
、
糟
屋
郡
全
体
が
ど
う
だ
っ

た
の
か
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
名

島
と
い
う
地
名
も
お
そ
ら
く
儺
県
の

「
儺
」に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
お
も
し
ろ
い
の
は
、
糟
屋
は
橿
日
宮

の
略
語
と
い
う
説
の
あ
る
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
和
名
抄
で
は
、

「
香
椎︿
加
須
比
﹀」と
あ
る
の
で
、
橿か

し

日ひ

↓
香か

す

ひ椎
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
さ

ら
に
は「
か
し
ひ
の
み
や
」↓「
か
す

3

3

ひ

の
み
や3

」と
な
り
、
初
め
の
二
字
・
後
ろ

の
一
字
を
拾
え
ば
確
か
に「
か
す
や
」

と
い
う
言
葉
が
取
り
出
せ
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
よ
う
な
暗
号
的
な
方
法
で

地
名
を
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
り

ま
す
。
頭
を
ひ
ね
っ
て
思
い
付
い
た

人
に
は
感
心
し
ま
す
が
⋮
⋮
。

（
３
）日
本
書
紀
、
継
体
天
皇
紀
に
、
筑ち

く

紫し

君
の
き
み

磐い
わ

井い

が
反
乱
を
起
こ
し
、
御

井
郡（
久
留
米
付
近
）
で
の
戦
い
で

敗
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
子
・
葛く

ず

子こ

が
死
罪
を
免
れ
る
た
め「
糟か

す

屋や
の

屯み
や

倉け

」を
献
上
し
た
と
い
う
記
事
の
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
、
こ
こ
に「
糟
屋
」

と
い
う
地
名
が
出
て
く
る
と
述
べ

て
い
ま
す
。「
屯
倉
」は
朝
廷
の
直
轄

地
を
指
す
の
で
、
時
間
の
先
後
の

関
係
で
は
、「
屯
倉
」を
献
上
し
た
の

で
は
な
く
、
献
上
し
た
後
に「
屯
倉
」

と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
４
）
筑
前
風
土
記
に「
糟
屋
郡
資
珂

嶋
」と
出
て
く
る
。
⋮
⋮
風
土
記
は

奈
良
時
代
に
編
さ
ん
さ
れ
、
地
方

の
地
理
、
歴
史
、
伝
説
な
ど
を
記
録

し
た
も
の
で
す
。
筑
前
国
の
風
土

記
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
た
ま
た

ま
他
の
本
に
引
用
さ
れ
た
、
ご
く
一

部
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け

で
す
。
こ
れ
を
逸い

つ

文ぶ
ん

と
い
い
ま
す
。

筑
前
国
風
土
記
逸
文
に
は
宇
美
八

幡
宮
の
地
で
神
功
皇
后
が
応
神
天

皇
を
産
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
、「
今
、

社や
し
ろ

を
樹た

て
て
祭
れ
り
」と
し
て
い
ま

す
。「
産
み
」が
宇
美
の
地
名
の
元
に

な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
と
て
も
古

い
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
り

ま
す
。

　「
糟
屋
郡
資
珂
嶋
」
の
項
に
は
次

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

船
に
乗
っ
た
神
功
皇
后
が
使
い
を
出

し
て
、
こ
の
島
に
火
を
求
め
た
こ
と
、

供
の
大
浜
と
小お

浜は
ま

が
、

　「
近
く
に
家
は
あ
る
か
」

　「
こ
の
島
と
打う

ち

昇あ
げ

の
浜
と
は
近
く
、

大
正
13

年
刊
行
の『
糟
屋
郡
志
』を
読
む（
２
）

 
―
万
葉
集
、
志
賀
の
白あ

水
郎ま

の
荒
雄
の
歌

184

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

184

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り
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続
い
て
い
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
場
所
と

言
っ
て
よ
い
」

と
、
会
話
を
交
わ
し
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
島
の
名

を「
近ち

か

の
島
」と
言
う
の
だ
。「
近
の
島
」

が
後
に
な
ま
っ
て
、
今
は「
資
珂
の
島
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
説
明
し

て
い
ま
す
。

　
志
賀
島
と
海
の
中
道
が
ほ
と
ん
ど

つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
地
理
的

な
事
実
が
奈
良
時
代
の
風
土
記
で
語

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
、
地
名
の
伝
説
は
こ
じ
つ
け
で
、
根

拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
か
ら「
し
か
の

し
ま
」だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
５
）
万
葉
集
に「
滓
屋
郡
志
賀
村
」
と

出
て
く
る
。
⋮
⋮
こ
れ
も
志
賀
島

で
す
。
万
葉
集
巻
一
六
に
載
せ
る

「
筑
前
国
の
志
賀
の
白あ

　
　ま
水
郎
の
歌
」

一
〇
首
の
説
明
の
部
分
に
出
て
き

ま
す
。
白
水
郎
は
中
国
で
漁
民
を

指
す
言
葉
で
、
日
本
語
の「
あ
ま
」

（
海
人
）
に
白
水
郎
を
当
て
た
も
の

で
す
。
郡
名
の
糟
屋
は
、
同
じ
音

の
滓
屋
に
置
き
換
え
て
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
志
賀
島
の
漁
民「
荒
雄
」
ら
の
悲
劇

的
な
遭
難
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
万
葉
歌
人
で
、
筑
前

の
国
守
と
し
て
赴
任
し
た
山

や
ま
の

上
う
え
の

憶お
く

良ら

の
作
で
、
荒
雄
の
妻
子
の
悲
し
み
を

詠
っ
た
、
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
奈
良
時
代
の
、
神じ

ん

亀き

年
中（
７
２
４

～
９
年
）の
こ
と
、
対
馬
に
食
糧（
米
）

を
運
ぶ
よ
う
、
大
宰
府
の
役
人
が
宗

像
郡
の
津
麻
呂
に
命
じ
ま
す
。「
津
」は

「
船
着
き
場
」
の
意
味
を
持
ち
、
い
か

に
も
海
の
男
の
長
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

名
で
す
。
津
麻
呂
は
船
長
と
し
て
乗

組
員
を
率
い
て
行
く
の
で
す
が
、
対

馬
へ
の
ル
ー
ト
は
危
険
で
し
ば
し
ば

遭
難
が
起
き
た
そ
う
で
す
。
津
麻
呂

は
年
を
と
り
体
力
も
衰
え
、
無
事
に

対
馬
に
行
き
着
く
自
信
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
米
を
送
り
届
け
な
い
と
、
対
馬
で

は
防さ

き

人も
り

ら
が
飢
え
死
に
す
る
お
そ
れ

も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
津
麻
呂
は

思
い
悩
ん
で「
滓か

す

屋や
の

郡
こ
お
り

志し

賀か
の

村む
ら

」
の

荒
雄
を
訪
ね
ま
し
た
。
荒
雄
の
名
も
、

い
か
に
も
危
険
な
海
を
も
の
と
も
し

な
い
、
た
く
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　
津
麻
呂
が
荒
雄
に
言
い
ま
す
。「
代

わ
り
に
行
っ
て
く
れ
な
い
か
」

　
荒
雄
は
答
え
ま
す
。「
郡
は
異
な
る

が
、
長
い
間
船
を
同
じ
く
し
て
き
た

（
同
じ
船
に
乗
り
組
ん
で
き
た
）
仲
間

同
士
だ
。
そ
の
付
き
合
い
は
兄
弟
よ

り
も
深
い
。
た
と
え
死
ね
と
言
わ
れ

て
も
、
断
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
」

　
船
出
し
た
荒
雄
ら
は
そ
の
ま
ま

帰
っ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。（
以
下
、

引
用
は﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄か
ら
。

︻
　
︼
内
は
引
用
者
の
要
約
と
コ
メ
ン

ト
）

第
二
首

荒
雄
ら
を
　
来こ

む
か
来こ

じ
か
と

　
　
飯い

ひ

盛も

り
て
　
門か

ど

に
出
で
立
ち

　
　
　
　
　
待
て
ど
来き

ま
さ
ず

　︻
荒
雄
ら
が
旅
先
で
飢
え
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
門
の
前
に
飯
を
盛
り
、

船
が
帰
っ
て
来
た
ら
す
ぐ
わ
か
る
よ

う
に
と
、
毎
日
の
よ
う
に
家
の
外
に
出

て
待
っ
て
い
る
。
い
く
ら
待
っ
て
い

て
も
帰
っ
て
こ
な
い
。
⋮
⋮
乗
組
員

を
送
り
出
し
た
家
で
は
そ
う
す
る
習

慣
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
後
の「
蔭

膳
」に
類
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。︼

第
四
首

荒
雄
ら
が
　
行
き
に
し
日
よ
り

　
志
賀
の
海あ

人ま

の
　
大お

ほ

浦う
ら

田た

沼ぬ

は

　
　
　
　
さ
ぶ
し
く
も
あ
る
か

　︻
荒
雄
ら
が
出
発
し
て
以
来
、
今
日

ま
で
、
志
賀
の
海
人
の
住
ん
で
い
た

大
浦
田
沼
は
、
ぽ
っ
か
り
と
穴
が
空

い
た
よ
う
で
、
見
る
か
ら
に
寂
し
く

な
っ
た
。
⋮
⋮
荒
雄
に
従
っ
た
乗
組

員
、
お
そ
ら
く
は
数
十
人
程
が
帰
っ

て
こ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。︼

第
七
首

沖
つ
鳥と

り

　
鴨

か
も

と
い
ふ
船
の

　
帰か

へ

り
来こ

ば
　
也や

良ら

の
防さ

き

人も
り

　
　
　
　
　
　
早
く
告
げ
こ
そ

　︻
能の

古こ
の

島し
ま

北
端
の
也
良
岬
で
博
多
湾

の
入
口
を
見
張
っ
て
い
る
防
人（
兵
士

の
こ
と
）た
ち
よ
。
沖
を
飛
び
交
う
鳥

の
名
と
同
じ
、「
鴨
」と
い
う
名
前
の
船

が
無
事
に
帰
っ
て
来
た
ら
、
留
守
を

守
る
家
族
に
早
く
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。

⋮
⋮
船
の
名
を
現
在
で
は「
～
丸
」
と

言
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
こ
は

さ
し
ず
め「
鴨
丸
」
で
す
。
船
に
名
前

が
付
い
て
い
た
こ
と
、
旗
を
掲
げ
て

い
る
か
何
か
で
、
遠
く
か
ら
も
船
を

識
別
で
き
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
知
ら
せ
る
の
も
の
ろ

し
を
上
げ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想

像
は
ふ
く
ら
み
ま
す
。︼

第
十
首

大お
ほ

船ぶ
ね

に
　
小を

舟ぶ
ね

引
き
添そ

へ

　
潜か

づ

く
と
も
　
志し

賀か

の
荒あ

ら

雄を

に

　
　
　
　
　
潜
き
逢あ

は
め
や
も

　︻
大
船
が
小
舟
を
引
き
連
れ
て
遭
難

現
場
に
お
も
む
き
、
何
人
も
で
潜
水

し
て
捜
し
た
と
し
て
も
、
志
賀
の
荒

雄
に
逢
う
こ
と
、
発
見
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
⋮
⋮
時
間
が
経

ち
、
遭
難
の
事
実
を
受
け
入
れ
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
め
て
遺
骨
を
引

き
揚
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。︼

　
こ
れ
ら
の
歌
を
記
し
た
万
葉
歌
碑

は
福
岡
市
東
区
志
賀
島
の
ほ
か
、
福

岡
市
西
区
能
古
島
に
も
あ
り
ま
す
。

（
６
）﹃
糟
屋
郡
志
﹄
は
も
う
ひ
と
つ
、

鎌
倉
時
代
の
吾あ

妻ず
ま

鏡
か
が
み

の
一
節
を
挙

げ
て
い
ま
す
。

　
第
七
巻
、
文
治
３
年（
１
１
８
７
年
）

８
月
３
日
、
筑
前
国
筥
崎
宮
宮
司
親

重
が
功
績
を
認
め
ら
れ
、
当
国
那
珂

西
郷
・
糟
屋
西
郷
等
を
領
地
と
す
る
。

⋮
⋮﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
﹄の「
糟
屋

西
郷
」の
項
で
は
、「
旧
糟
屋
郡
西
部
一

帯
に
比
定
さ
れ
る
中
世
の
郷
。」
と
さ

れ
、
室
町
期
の
史
料（
石
清
水
文
書
）

に
よ
れ
ば「
打う

ち

橋は
し

村
・
阿あ

恵え

日ひ
の

守も
り

・
下し

も

中な
か

原ば
る（

現
粕
屋
町
）、
多た

々た

良ら

村（
現
福
岡

市
東
区
）な
ど
が
当
郷
に
含
ま
れ
て
い

た
」と
あ
り
ま
す
。
糟
屋
郡
に
東
郷
と

西
郷
が
あ
り
、「
糟
屋
東
郷
」の
項
で
は
、

正
確
な
範
囲
は
不
明
な
が
ら
、「
南

み
な
み

里さ
と

（
現
志
免
町
）、
和わ

田だ

・
津つ

波ば

黒く
ろ

・
田た

中な
か

（
現
篠
栗
町
）な
ど
が
当
郷
に
含
ま
れ
」

て
い
た
と
し
て
い
ま
す
。
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