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八や

め女
市
矢や

べ部
村
（
旧
矢
部
村
：
２
０
１
０

年
に
八
女
市
に
編
入
）
は
、
福
岡
県
最
高
峰

で
あ
る
釈し

ゃ
が
た
け

迦
岳
を
擁
す
る
山
間
部
の
集
落
で

あ
り
、
南
北
朝
時
代
の
遺
構
も
残
る
歴
史
と

文
化
の
地
で
も
あ
る
。
本
地
域
は
林
業
が
生

業
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
が
、
２
０
１
８
年

に
そ
の
歴
史
、
森
林
と
の
関
わ
り
を
示
す
資

料
と
し
て
木き

う
ま
み
ち

馬
道
と
木
場
作
林
業
に
関
わ
る

史
料
が
林
業
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

　

村
内
の
山
林
は
江
戸
時
代
は
柳や

な
が
わ川

藩
領

で
あ
り
、
禁
伐
と
さ
れ
て
厳
重
に
管
理
さ

れ
て
い
た
。
明
治
以
後
、
矢
部
村
で
も
藩

林
を
引
き
継
い
だ
官
有
林
を
中
心
に
積
極

的
な
木
材
生
産
が
行
わ
れ
た
。
林
内
で
の

木
材
搬
出
は
木
馬
道
が
主
体
で
、
そ
の
技

術
・
様
子
を
伝
え
る
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
杣そ

ま
の
ふ
る
さ
と
文
化
館
で

一
部
が
展
示
さ
れ
、
往
事
の
技
術
水
準
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
さ
れ
た
木
材

は
熊
本
逓て

い
し
ん
き
ょ
く

信
局
に
よ
り
電
柱
材
と
さ
れ
た

ほ
か
、
佐
世
保
海
軍
工こ

う
し
ょ
う廠

に
運
ば
れ
て
軍

艦
の
甲
板
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。
旺
盛

な
木
材
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
、
明
治

35
年
に
矢
部
村
臼う

す
の
は
ら
い

ノ
払
に
八
女
地
域
で
最

初
の
製
材
工
場
が
設
立
さ
れ
た
。
明
治
43

年
に
村
内
の
官
有
林
で
あ
る
「
正し

ょ
う
ふ
ん
か
ん
ざ
ん

粉
官
山
」

か
ら
臼
ノ
払
の
製
材
工
場
ま
で
木
材

を
搬
出
さ
せ
る
た
め
の
林
道
が
建
設
さ
れ
た
。

こ
の
林
道
開
設
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、

後
述
す
る
開
道
記
念
碑
で
あ
る
。

　
開
設
さ
れ
た
林
道
は
、
地
域
に
と
っ
て
単

な
る
木
材
搬
出
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
本
地
域
で
営
ま
れ
て
い
た
木
場
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作
林
業
と
の
関
わ
り
が
あ
る
。
木
場
作
林
業

と
は
、
ス
ギ
な
ど
を
疎そ

し
ょ
く植

に
す
る
こ
と
で
林

内
の
畑
耕
作
（
陸り

く
と
う稲

や
ア
ワ・ヒ
エ
、イ
モ
等
）

と
林
業
を
両
立
さ
せ
る
施
業
で
あ
る
。
疎
植

に
す
る
こ
と
で
耕
作
用
地
が
確
保
が
で
き
る

と
同
時
に
、
こ
の
林
内
耕
作
は
下
刈
り
等
の

作
業
を
兼
ね
る
こ
と
に
も
な
る
。
木
材
と
し

て
も
年
輪
幅
が
広

く
な
り
防
腐
加
工

に
適
す
た
め
、
電

柱
材
の
生
産
に
利

用
さ
れ
た
。
明
治

43
年
に
開
設
さ
れ

た
林
道
は
、
こ
の

木
場
作
で
生
産
さ

れ
た
食
料
を
里
に

運
ぶ
と
い
う
役
割

も
担
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
本
地
域
の
木
場
作
の
歴
史
は
柳
川
藩
時
代

に
さ
か
の
ぼ
る
。
用
材
は
藩
の
土
木
、
軍

事
資
材
と
し
て
管
理
さ
れ
た
が
、
林
内
で

の
食
料
生
産
を
禁
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
平
地
が
少
な
い
本
地
域
で
は

食
料
生
産
を
木
場
作
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
た
め
、
ま
た
村
民
に
よ
る
営
林
管
理
と

い
っ
た
側
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
地

元
利
用
は
明
治
期
以
降
も
継
続
さ
れ
て
き

た
が
、
特
に
戦
中
期
・
戦
後
初
期
は
疎
開

者
の
受
入
等
も
あ
り
、
人
口
が
急
増
し
た

た
め
木
場
作
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
し
か
し
１
９
５
０
年
代
に
入
る
と
、
食

糧
事
情
も
改
善
さ
れ
て
き
て
木
場
作
の
必
要

性
が
失
わ
れ
て
、
建
築
用
材
の
需
要
が
急

増
す
る
中
で
植
栽
本
数
も
増
加
し
て
い
っ

た
。
１
９
６
０
年
に
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
る

と
、
臼
ノ
払
地
区
も
道
路
が
改
良
さ
れ
て
、

林
道
の
開
道
記
念
碑
も
行
方
不
明
と
な
っ
た
。

地
域
の
人
口
も
減
少
す
る
中
で
、
こ
の

よ
う
な
林
業
の
歴
史
も
風
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
り
、
そ
の
状
況
が
変

わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
開
道
記

念
碑
の「
発
見
」で
あ
る
。
仁
田
原
石
義
開
道

記
念
碑
保
存
会
代
表
に
よ
る
と「
集
落
に
碑
が

あ
っ
た
の
は
覚
え
て
い
た
が
、
ダ
ム
工
事
の

際
に
撤
去
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
た
」と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
２
０
１
０
年
に
近
隣
の
私
有
林

内
で
記
念
碑
が
偶
然
発
見
さ
れ
た
。
地
元
の

有
志
に
よ
り
開
道
記
念
碑
と
し
て
確
認
さ
れ

て
、
臼
ノ
払
の
地
区
内
に
復
元
設
置
さ
れ
た
。

本
記
念
碑
の
特
徴
は
、
台
座
、
中
段
、
碑
文

が
全
て
三
角
形
と
い
う
点
で
あ
る
。
三
角
形

の
碑
は
珍
し
い
が
、
こ
れ
は
林
道
開
設
に
よ

り
、「
官
有
林
」「
民
有
地
」「
一
般
住
民
」の
三
者

が
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
。
栗
原
浩
暢
杣
の
ふ
る
さ
と
文

化
館
館
長
は「
こ
の
発
見
に
よ
り
、
過
去
の
写

真・道
具
等
の
収
集
、保
存
の
気
運
が
高
ま
り
、

林
業
遺
産
の
登
録
ま
で
に
至
っ
た
。
記
念
碑

は
地
域
再
生
の
た
め
に
50
年
の
時
を
経
て

還
っ
て
き
て
く
れ
た
」と
語
る
。
矢
部
村
で
は

１
９
９
１
年
か
ら「
世
界
子
ど
も
愛
樹
祭
コ
ン

ク
ー
ル
」と
し
て
森
林
を
題
材
と
し
た
絵
画
、

詩
、
作
文
等
を
募
集
し
て
お
り
、
入
賞
作

品
は
杣
の
ふ
る
さ
と
文
化
館
に
展
示
さ
れ
て
、

林
業
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
資
料
と
同
時
に
観

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
後
、
地
域
内
で
は
木
馬
道
の
跡
を
歴
史

を
学
ぶ
コ
ー
ス
と
し
て
利
用
す
る
考
え
も
あ

る
。
木
田 

博
徳
八
女
市
矢
部
支
所
長
は
「
国

有
林
と
も
協
力
し
な
が
ら
、
安
全
を
確
保
し

て
地
域
活
性
化
に
活
用
す
る
方
法
を
考
え
て

い
き
た
い
」
と
の
こ
と
で
、
林
業
遺
産
登
録

を
契
機
に
森
林
と
地
域
の
新
し
い
関
係
が
構

築
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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