
葉は

月づ
き　

第
６
７
８
号

七
月
十
五
日
早
朝
に

博
多
祇
園
山
笠
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス「
追

い
山
」が
盛
大
に
斎
行
さ
れ
た
。
山
笠
は

博
多
の
町
だ
け
で
は
な
く
県
内
各
所
で

行
わ
れ
て
い
る
当
社
で
は
、大
島
・
中
津

宮
に
て
祇
園
祭
が
斎
行
さ
れ
、
島
民
一

体
と
な
り
山
笠
が
舁
き
出
す
。
氏
子
区

域
で
は
他
に
、
田
熊
山
笠
・
津
屋
崎
山

笠
等
が
行
わ
れ
、
現
在
で
は
夏
の
風
物

詩
と
な
っ
て
い
る
が
、元
々
は
疫
病
退
散

の
祈
願
を
発
祥
と
し
て
い
る
▼
夏
の
疫

病
退
散
・
無
病
息
災
を
祈
る
神
事
は
祇

園
祭
だ
け
で
は
な
く
、
七
月
晦
日
の
夏

越
祭
・
大
祓
式
、
九
月
一
日
の
風
鎮
祭

な
ど
、穢
れ
を
祓
い
、自
然
の
脅
威
を
鎮

め
る
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
▼
近
年
、

九
州
北
部
豪
雨
や
全
国
各
地
で
自
然
の

異
常
現
象
に
よ
り
、
多
く
の
災
害
が
発

生
し
て
い
る
▼
古
代
よ
り
無
病
息
災
・

自
然
災
害
に
対
す
る
祈
り
は
、
全
国
で

行
わ
れ
て
い
る
。
神
道
の
祈
り
の
原
点
に

あ
る
自
然
へ
の
畏
怖
畏
敬
の
念
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。	

（
日
）

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
決
定

中
津
宮
七
夕
祭

神
宮
神
宝
よ
り
紐
解
く

神
宝
館
だ
よ
り
・
造
営
日
記

宗
像
大
社
歌
会
詠
草

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名

3・24５677

　
目
　
次
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世界文化遺産登録

七
月
八
日
、
深
夜
一
時
、
当
大
社
目
の
前
の
海
の

道
む
な
か
た
館（
市
郷
土
文
化
学
習
交
流
館
）で
は

世
界
遺
産
登
録
の
瞬
間
を
見
守
ろ
う
と
、宗
像
、福

津
両
市
民
と
行
政
関
係
者
ら
約
三
百
人
が
集
い
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
ク
フ
で
行
な
わ
れ
た
国
連
教
育

科
学
文
化
機
関（
ユ
ネ
ス
コ
）の
世
界
遺
産
委
員
会
審

議
の
中
継
を
今
か
、
今
か
と
見
守
っ
て
い
た
。
同
一

時
三
十
分
、「
本
日
の
審
議
終
了
、
明
日
は
夕
方
五

時
か
ら
中
継
を
行
い
ま
す
。」と
の
通
訳
の
声
に
皆
、

落
胆
。
疲
れ
た
様
子
で
会
場
を
後
に
し
た
。

七
月
九
日
、確
実
に
今
日
、決
定
す
る
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
か
、前
日
よ
り
も
多
く
の
約
四
百
人
の

市
民
ら
が
中
継
を
見
守
っ
た
。
二
十
一
ヶ
国
の
委
員

ら
が
順
番
に
意
見
を
述
べ
る
と
、「
八
資
産
を
切
り
離

す
こ
と
は
出
来
な
い
」「
一
括
登
録
す
べ
き
だ
」と
い

う
言
葉
が
…
も
し
か
す
る
と
…
。
日
本
時
間
十
七

時
四
十
七
分
、全
資
産
の
一
括
登
録
が
知
ら
さ
れ
る

と
、会
場
は
歓
喜
に
包
ま
れ
た
。
涙
を
流
す
人
、喜

ぶ
人
、そ
こ
は
笑
顔
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。こ
の
瞬
間
に

『
神
宿
る
島
』宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
は
世
界

遺
産
一
覧
表
へ
の
正
式
な
記
載
が
決
定
し
た
。

喜
び
に
沸
い
た
二
年
前
の
国
内
推
薦
候
補
決
定
、

今
年
五
月
の
イ
コ
モ
ス
勧
告
に
よ
り
危
機
に
さ
ら
さ

れ
た
が
、
最
後
は
市
、
県
、
政
府
一
丸
と
な
り
勧
告

を
覆
し
て
の
一
括
登
録
。
最
高
の
結
果
と
な
っ
た
。

平
成
十
四
年
よ
り
始
動
し
た
世
界
遺
産
登
録
推

進
活
動
。
地
域
の
小
さ
な
声
が
や
が
て
宗
像
市
、福

津
市
、福
岡
県
の
行
政
を
巻
き
込
み
、賛
成
、反
対

な
ど
の
意
見
を
集
約
し
な
が
ら
、十
年
以
上
の
歳
月

を
費
や
し
、よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
世
界
文
化
遺

産
登
録
。

今
後
は
、宗
像
の
歴
史
に
込
め
ら
れ
た
、先
人
達

の
叡
智
を
基
に
、未
来
に
向
け
た
取
り
組
み
を
地
域

の
人
々
と
と
も
に
考
え
、宗
像
の
自
然
、文
化
、信
仰

を
よ
り
強
固
に
守
り
伝
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。誌

面
を
借
り
、十
五
年
に
も
及
ぶ
登
録
活
動
に
ご

尽
力
頂
い
た
関
係
者
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。

❶第41回世界遺産委員会（ポーランド・ICE
クラクフ・コングレスセンター）❷『神宿る
島』宗像・沖ノ島と関連遺産群審議の様子。
❸登録後の文化庁長官をはじめとする地元
関係者。❹❺❻海の道むなかた館審議中継、
登録瞬間。

沖
ノ
島
の
み
が
登
録
に
値
す
る
と
い
う
イ
コ
モ
ス
勧
告
を
覆
し
、全
資
産
が
登
録
さ
れ
た
。

十
五
年
に
も
及
ぶ
世
界
遺
産
登
録
活
動
が
最
高
の
形
で
結
実
し
た
。

『
神
宿
る
島
』宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群

　
世
界
文
化
遺
産
登
録
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中津宮七夕祭

来
る
八
月
七
日
午
後
八
時
よ
り
筑
前
大
島
の
中
津

宮
境
内
を
流
れ
る
天
の
川
を
挟
ん
で
祀
ら
れ
て
い
る

末
社
牽
牛
社
と
織
女
社
に
お
い
て
七
夕
祭
が
斎
行
さ

れ
る
。

こ
の
七
夕
の
物
語
や
風
俗
は
、中
国
古
来
の
伝
説

と
乞き

巧こ
う

奠で
ん（

※
手
芸
や
裁
縫
の
上
達
を
願
う
儀
式
）の

風
俗
と
が
伝
来
し
、我
が
国
固
有
の
棚た

な

織ば
た

女つ
め（
※
年
に

一
度
、水
辺
の
機
屋
で
神
と
と
も
に
一
夜
を
過
ご
す

聖
な
る
乙
女
）に
関
す
る
信
仰
に
習
合
さ
れ
た
と
す

る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

同
社
に
お
け
る
七
夕
神
事
は『
正
平
年
中
行
事
』

（
一
三
四
六
）に「
七
夕
虫
振
神
事
」と
あ
り
牽
牛
社
、

織
女
社
に
参
籠
し
、水
に
映
る
姿
に
よ
っ
て
男
女
の
縁

を
定
め
る
信
仰
が
記
さ
れ
て
お
り
、ま
た
福
岡
の
儒

学
者
貝
原
益
軒
が
著
し
た『
筑
前
國
續
風
土
記
』で

い
う
よ
う
に
早
く『
石い

わ
み
の
じ
ょ
し
き

見
女
式
髓ず

い
の
う腦
』や『
古
今
集
榮

雅
抄
』の
歌
論
書
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
少
な
く
と

も
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
る
信
仰
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
両
著
は
京
で
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
宮
の
七
夕
信
仰
は
古
く
か
ら
中
央
に
ま
で
そ
の
名

の
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

現
在
の
摂
末
社
に
は
織
幡
神
社
、縫
殿
神
社
が
あ

り
、古
記
に
よ
る
と
応
神
天
皇
の
御
代
、中
国
よ
り

帰
化
し
た
阿あ

知ち

の使
主お

み

が
遣
わ
さ
れ
た
呉
國
か
ら
筑
紫

に
帰
還
し
た
際
、天
皇
と
宗
像
大
神
に
織
女（
兄え

媛ひ
め

）

を
献
上
し
た
と
さ
れ
、爾
来
宗
像
大
神
は
機
織
の
業

に
深
い
縁
故
を
有
し
、織
縫
の
技
は
大
神
の
奉
仕
か

ら
起
っ
て
各
地
に
伝
播
し
た
と
あ
る
。
こ
の
御
由
緒

か
ら
も
当
地
が
当
時
の
一
大
産
業
で
あ
る
機
織
業
を

早
く
か
ら
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　

昭
和
一
六
年
に
同
宮
に
参
拝
さ
れ
た
武
田
祐
吉
文

学
博
士
は
境
内
に
立
た
れ「
織
女
社
」「
牽
牛
社
」「
天

の
川
」「
か
さ
さ
ぎ
橋
」の
神
聖
さ
を
見
ら
れ
、日
本

の
七
夕
信
仰
は
こ
こ
に
始
ま
る
、と
さ
れ
て『
い
か
な

れ
ば
　
と
だ
え
そ
め
け
む
天
の
川
　
あ
ふ
せ
に
わ
た

す
　
か
さ
さ
ぎ
の
は
し
』と
詠
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
の
物
語
・
風
俗
が
筑
前
大
島
に
は
今
も
形

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

天の川にかかるかささぎの橋
武田博士の詠まれた和歌が刻まれた石碑

中
津
宮
七
夕
祭
　
七
夕
発
祥
の
由
縁
に
迫
る
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神宮神宝より紐解く

装
束
神
宝
は
、
大
き
く
は「
装
束
」と「
神
宝
」に

区
分
さ
れ
ま
す
。
装
束
は
儀
式
が
行
わ
れ
る
際
に
殿

舎
の
中
や
そ
の
周
り
の
庭
上
を
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

飾
り
立
て
る
事
を
言
い
ま
す
が
、広
い
意
味
で
は
飾

り
立
て
ら
れ
る
品
自
体
も
装
束
と
呼
ば
れ
、神
宮
に

お
い
て
は
そ
の
多
く
が
後
者
の
装
束
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
ま
す
。
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
と
員
数
を
次
に

分
類
し
て
掲
げ
ま
す
。

一
、	

殿
舎
の
舗
設
具
　
　
八
九
点								

　

	

御お
ん
か
べ
し
ろ

壁
代
四
八
条
　
御み

と
ば
り幌

四
一
条

二
、	

神
座
の
舗
設
具
　
　	

二
三
七
点

	

御
蚊
屋
三
二
条
　
御
天
井
一
六
条		

	

御み

帳ち
ょ
う

三
九
条
　
納の

う
め
ん
の
み
ふ
す
ま

綿
御
被
　
八
五
条		

	

袷あ
わ
せ
の
み
ふ
す
ま

御
被
六
五
条

三
、	

服
飾
、容
飾
及
び

　
　
　
　
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
品
　
四
七
七
点

	

御み

ぞ衣
六
五
領
　
御み

も裳
五
一
腰
　
御
袴
四
腰

	

御
帯
五
八
条
　
御お

ん

比ひ

れ礼
一
二
条		

	

御お
ん

意お

す

ひ

須
比
一
二
条
　
御

お
ん
た
な
ご
い巾

一
二
条		

	

御お
ん
ま
え
だ
れ袜

一
二
条
　
御お

ん
し
ら
ぎ
ぐ
み

新
羅
組
三
八
条		

	

御お
ん

加か

み

あ

て

美
阿
弖
八
条
　
御お

ん
も
と
ゆ
い

髻
結
四
二
条		

	
御お

ん
ま
く
ら枕

四
基
　
御お

ん
く
つ履

四
両
　
御お

ん

櫛く
し
げ笥

一
八
合		

	
御お

ん
し
と
う
ず襪

一
〇
両
　	

御
鏡
二
六
面		

	

御お
ん
し
ら
た
ま

白
玉
八
一
丸
　
御お

ん

衣ぞ

筥ば
こ

三
合

	

御お
ん
あ
ら
ば
こ

荒
筥
一
合	
　
奉ほ

う
ざ
や
な
ぎ
ば
こ

座
楊
筥
一
六
合

四
、	

遷
御
路
程
の
威
儀
具
　
二
八
二
点

	

御お
ん
き
ぬ
が
さ蓋

三
具
　
御お

ん
さ
し
は翳

　
六
柄
　
御
笠
四
枚

	

垣か
き
し
ろ代

一
六
条
　
行こ

う
じ
ょ
う障	

三
二
条		

	

仮か
り

御み

樋ひ

代し
ろ

　
或
　
御み

船ふ
な
し
ろ代

料
六
〇
条		

	

御お
ん
み
ち
し
き

道
敷
一
六
一
端

以
上
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
応
じ
た
員
数
を
記
し
ま

し
た
が
、こ
れ
ら
の
品
目
に
は
御
鏡
を
納
め
る
轆ろ

く
ろ轤

筥ば
こ

、ま
た
御
枕
、御
襪
、御
履
な
ど
を
納
め
る
楊
筥

な
ど
、そ
の
附
属
御
料
が
皇
大
神
宮
で
七
四
点
、豊

受
大
神
宮
で
二
六
点
、皇
大
神
宮
の
別
宮
で
一
三
三

点
、
豊
受
大
神
宮
の
別
宮
で
四
四
点
、
合
計
で

二
七
七
点
あ
り
、こ
の
附
属
御
料
は
各
品
目
の
員
数

内
に
包
含
さ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
こ
れ
ら
附
属
御
料

は
装
束
神
宝
の
品
目
員
数
と
し
て
は
、計
上
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、実
際
に
調
製
し
奉
献
す
る
御
料
の
数

は
、前
回
で
述
べ
ま
し
た
臨
時
品
と
同
じ
く
規
定
の

員
数
よ
り
更
に
膨
ら
み
ま
す
。

こ
こ
で
余
談
で
す
が
装
束
の
御
料
類
は
、次
回
述

べ
ま
す
神
宝
の
御
料
よ
り
概
し
て
形
状
の
大
型
な
品

目
が
多
く
あ
り
、神
宝
御
料
の
製
作
に
求
め
ら
れ
る

精
緻
な
完
成
美
と
は
一
風
違
う
荘
厳
な
装
飾
美
が
随

所
に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
威
儀
具
に
お
い
て
の

そ
れ
は
、壮
大
な
造
形
に
手
の
込
ん
だ
飾
り
金
具
を

据
え
、丹
精
な
織
物
を
張
る
な
ど
、皇
大
神
宮
御
料

の
赤

あ
か
む
ら
さ
き
あ
や
の
お
ん
き
ぬ
が
さ

紫
綾
御
蓋
や
羅ら

の
む
ら
さ
き
の
お
ん
さ
し
は

紫
御
翳
に
そ
の
例
を
見
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

2

元
神
宮
式
年
造
営
庁
技
師
　
釆
野
　
武
朗

神
宮
神
宝
よ
り

紐
解
く

羅
紫
御
翳（
ら
の
む
ら
さ
き
の
お
ん
さ
し
は
）

※
神
宮
司
庁
提
供
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先
月
九
日
、「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」の

世
界
遺
産
登
録
が
正
式
決
定
し
た
。
イ
コ
モ
ス
は
、

八
つ
の
構
成
資
産
の
う
ち
四
つ
の
資
産
を
除
外
す
る

よ
う
勧
告
し
て
い
た
が
、
勧
告
は
覆
り
、
す
べ
て
の

資
産
の
一
括
登
録
と
な
っ
た
。
決
定
の
瞬
間
、地
元

市
民
や
関
係
者
が
歓
喜
に
沸
い
た
光
景
は
記
憶
に
新

し
い
。
沖
ノ
島
の
考
古
学
的
価
値
の
み
を
評
価
し
た

ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
の
除
外
勧
告
は
実
に
厳
し
く
、

四
つ
の
資
産
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
見

方
が
あ
っ
た
中
、日
本
側
は
、宗
像
大
社
三
宮
一
体

の
信
仰
の
継
続
性
や
そ
の
信
仰
を
担
い
発
展
さ
せ
た

宗
像
氏
の
足
跡
を
訴
え
続
け
、逆
転
一
括
登
録
を
実

現
し
た
。
こ
こ
で
、改
め
て
、当
大
社
所
蔵
品
を
も

と
に
、三
宮
で
の
祭
祀
の
始
ま
り
に
主
眼
を
お
き
な

が
ら
祭
祀
の
継
続
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

宗
像
大
社
は
、宗
像
市
の
中
央
を
貫
流
す
る
釣
川

河
口
付
近
の
田
島
の
辺へ

津つ

宮ぐ
う

、そ
の
沖
合
の
宗
像
市

大
島
の
中な

か

津つ

宮ぐ
う

、さ
ら
に
約
五
〇
km
先
の
玄げ

ん
か
い
な
だ

界
灘
の

大
海
原
に
浮
か
ぶ
沖
ノ
島
の
沖お

き

津つ

宮ぐ
う

か
ら
成
る
。
御

祭
神
宗
像
三
女
神
の
鎮
座
地
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』

に
は「
胸
形
之
奥
津
宮
」、「
胸
形
之
中
津
宮
」、「
胸

形
之
辺
津
宮
」、『
日
本
書
紀
』第
六
段
第
二
の
一
書

に
は「
遠
瀛
」、「
中
瀛
」、「
海
瀛
」と
あ
り
、
こ
の

記
述
か
ら
、宗
像
大
社
の
祭
祀
は
記
紀
成
立
時
に
は

既
に
沖
ノ
島
、
大
島
、
本
土
の
海
浜
部
に
展
開
し
、

現
在
の
よ
う
な
三
宮
の
構
成
は
遅
く
と
も
八
世
紀
に

は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
、調

査
さ
れ
た
大
島
の
祭
祀
遺
跡
や
出
土
品
、宗
像
大
社

の
境
内
地
な
ど
か
ら
の
採
集
品
に
よ
り
、記
紀
編
纂

時
の
宗
像
大
社
三
宮
の
構
成
を
考
古
学
的
に
裏
付
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
次
回
か
ら
具

体
的
に
紹
介
し
よ
う
。	

（
福
）

神
宝
館
だ
よ
り
５

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・造営日記

〜
第
二
宮
・
第
三
宮
修
復
工
事
〜

鳥
居
、瑞み

ず
が
き垣

の
修
繕
を
終
え
、
第
二
宮
・
第
三

宮
境
内
が
よ
う
や
く
修
復
前
の
姿
に
な
っ
て
き
た
。

鳥
居
の
柱
は
新
材
に
取
替
え
、笠か

さ

木ぎ

・
貫ぬ

き

は
既
存

の
部
材
を
用
い
た
。
瑞
垣
に
つ
い
て
は
削
り
直
さ

れ
た
部
材
に
併
せ
、神
宮
よ
り
下
賜
さ
れ
た
古
材

を
用
い
て
修
繕
さ
れ
た
。
現
在
は
、社
殿
周
り
の

整
備
並
び
に
細
部
の
仕
上
げ
を
行
っ
て
い
る
。

造
営
日
記
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構成されている。



巻
舌
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
を
ま
ね
な
が
ら
せ
ま
き
厨
に
一
人
り
で
笑
う	

池
浦
千
鶴
子

フ
ラ
ン
ス
語
を
真
似
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
作
者
。
初
句
〈
～
で
〉
下
の
句
〈
一
人
の
厨
で
声
た
て
笑
う
〉。

草
一
本
ひ
く
に
三
秒
か
か
る
と
て
小
三
・
諒
太
の
ま
な
こ
か
が
や
く	

山
本　
静
子

草
む
し
り
に
か
か
る
時
間
を
発
見
し
た
諒
太
君
の
笑
顔
が
見
え
る
よ
う
。
三
句
〈
か
か
る
と
言
い
〉
に
。

十
日
目
の
雨
は
畑
に
し
み
と
ほ
り
苗
取
り
の
苺
生
き
生
き
と
せ
り	

佐
々
木
和
彦

慈
雨
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
の
雨
だ
ろ
う
、
良
い
歌
。
結
句
を
〈
葉
の
生
き
生
き
す
〉
と
し
て
も
。

膝
に
抱
く
納
骨
箱
は
ゆ
れ
ぬ
よ
う
コ
ツ
と
親
父
の
挙
骨
を
聞
く	

早
川　
祥
三

骨
箱
が
揺
れ
た
拍
子
の
音
に
父
上
を
し
の
ぶ
作
者
。
二・三
句
は
〈
～
の
揺
れ
る
と
き
〉。

腰
痛
に
足
よ
ろ
め
け
ば
デ
ィ
ケ
ア
の
肩
か
り
歩
む
落
葉
の
庭
を	

豊
田
ミ
ツ
子

上
手
に
人
の
助
け
を
借
り
る
の
も
大
切
な
作
者
の
知
恵
。
三
句
は
〈
デ
ィ
ケ
ア
で
〉
に
。

か
く
れ
ゐ
て
笑
ひ
こ
ら
へ
る
子
の
や
う
に
六
月
の
葉
の
か
げ
に
梅
の
実	

山
﨑　
公
俊

梅
の
実
の
比
喩
が
効
い
て
い
る
。
季
節
は
分
か
る
の
で
、
下
句
〈
し
げ
る
葉
陰
の
青
き
梅
の
実
〉。

杖
な
く
ば
歩
け
ぬ
身
に
は
足
元
を
跳
ぶ
蛙
さ
え
尊
く
眩
し	

森　
　
龍
子

蛙
の
命
を
尊
く
思
う
作
者
。
二
句
〈
歩
け
ぬ
わ
れ
は
〉
結
句
は
尊
し
は
言
わ
ず
〈
眩
し
く
見
お
り
〉。

ふ
つ
く
ら
の
「
お
て
て
」
と
な
り
て
痛
が
り
ぬ
母
の
手
首
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
見
つ
む	

北
野
カ
ズ
ミ

高
齢
の
母
上
の
災
難
。
下
の
句
〈
母
の
手
首
の
Ｘ
線
写
真
見
る
〉。
お・

・

・
て
て
は
括
弧
を
除
け
お・

・

・
手
々
と
。

下
校
時
に
両
手
を
広
げ
子
を
守
り
道
を
渡
ら
す
法
被
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア	
萩
原　
　
勉

登
下
校
の
見
守
り
。
二
句
以
下
〈
道
わ
た
る
子
ら
を
守
り
お
り
法
被
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
両
手
を
広
げ
〉。

幾
年
も
係か
か

り
集
め
し
美
術
品
最
期
の
展
覧
観
客
賑に
ぎ

や
ふ	

秋
吉　
　
嘉

感
慨
深
い
作
者
。
順
序
を
変
え
、〈
観
客
で
賑
わ
い
て
お
り
一ひ
と
よ生

か
け
集
め
し
美
術
品
最
後
の
展
示
〉。

西に
し
陽び

受
け
川か
わ
も面
に
光
の
帯
流
れ
遠
い
海
へ
と
祈
り
を
運
ぶ	

本
田
エ
リ
ナ

美
し
い
一
首
。
初
句
～
四
句
ま
で
〈
午
後
の
陽
に
川
の
面も

ひ
か
り
の
帯
と
な
り
遠
く
の
海
へ
〉。

初
夏
の
日
に
石
河
原
の
丸
石
の
あ
え
ぎ
の
よ
う
な
陽
炎
が
た
つ	

吉
崎
美
沙
子

発
想
が
面
白
い
。
初
夏
な
の
で
〈
あ
え
ぎ
〉
を
抑
え
、〈
吐
息
の
よ
う
な
〉
と
し
て
は
い
か
が
。

朝
顔
の
双
葉
ハ
ー
ト
が
天
を
つ
く	

早
川　
祥
三

夕
食
用
青
紫
蘇
つ
み
に
出
で
て
き
て
小
さ
き
バ
ッ
タ
の
跳
梁
を
見
る

夜
の
駅
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
昇
り
来
ぬ
床
に
み
ど
り
の
か
な
ぶ
ん
乗
せ
て

◆ 

選 

者 

詠
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歌会詠草　御造営奉賛者御芳名

宗
像
大
社
歌
会
詠
草
■
大
西
晶
子
選　
■
毎
月
25
日
〆
切

第
６
７
２
回

第
６
４
５
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
平
成
二
十
九
年
六
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円

中
央
区	

東
野　
行
恭

福
岡
市	

博
多
21
の
会

五
〇
、〇
〇
〇
円

江
東
区	

中
村　
幸
雄

三
〇
、〇
〇
〇
円

米
子
市	

三
澤　
雅
史

一
〇
、〇
〇
〇
円

生
駒
市　
　
　
渡
部
一
博
・
信
子

金
沢
市	

梶
谷　
晋
弘

さ
い
た
ま
市	

細
淵
晶
記
子

五
、〇
〇
〇
円

尾
張
旭
市	

伊
藤　
絹
代

呉
市	

桝
井　
康
生

下
関
市	

大
元　
勝
二

杉
並
区	

勝
谷　
桂
子

中
央
区	

西
邑　
淸
志

中
央
区	

原
田　
雅
美

千
代
田
区	

中
本　
真
理

中
野
区	

脇
山　
眞
幸

名
古
屋
市	

村
川　
充
江

新
座
市	

金
井　
　
都

八
王
子
市	

番
場　
嘉
雄

福
津
市	

森　
　
清
美

箕
面
市	

山
田　
和
裕

八
尾
市	

豊
崎　
倫
臣

横
浜
市	

笠
井　
雅
紀

四
、〇
〇
〇
円

出
雲
市	

公
田　
仁
志

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地　
昭
義

川
越
市	

内
海　
　
勝

熊
谷
市	

内
田　
豊
治

二
、一
〇
〇
円

青
森
市	

江
利
山
正
春

二
、〇
〇
〇
円

姶
良
市　
　
　
大
西　
茂
・
妙
子

朝
倉
市	

矢
野　
宙
之

天
草
市	

川
内
美
穂
子

板
橋
区	

浅
賀　
宗
和

伊
万
里
市	

牛
島　
隆
治

大
分
市	

江
藤　
有
芳

大
野
城
市	

大
津
山
成
人

鹿
児
島
市	

上
園　
真
澄

鹿
屋
市	

今
熊
菜
々
海

鹿
屋
市	

今
熊　
浩
輔

鹿
屋
市	

今
熊　
千
春

嘉
穂
郡　
　
　
吉
貝
利
喜
・
浩
美

北
九
州
市	

白
木　
元
助

北　
区	

能
城　
正
子

佐
世
保
市	

濱
田　
宗
一

志
布
志
市	

小
野　
四
男

下
関
市	

松
本　
祐
子

鈴
鹿
市	

寺
垣　
順
一

高
崎
市	

加
納
美
穂
子

垂
水
市	

梅
本　
道
治

広
島
市	

井
上
ゆ
か
り

福
岡
市	

平
井　
敦
子

文
京
区	

細
淵
ゆ
り
子

米
子
市	

三
澤　
雅
史
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七
月
九
日
、「
神
宿
る
島
」
宗

像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
が
世
界
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
。
決
定
の
瞬
間
は
歓
喜
に
わ
き
、

涙
を
流
す
人
々
も
い
た
。
登
録
に
む
け
て
活
動

し
て
こ
ら
れ
た
人
の
思
い
の
大
き
さ
を
目
の
当

た
り
に
し
た
▼
評
価
さ
れ
た
沖
ノ
島
の
考
古
学

的
価
値
は
、
宗
像
三
宮
で
紡
い
で
き
た
信
仰
に

よ
り
守
ら
れ
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
発
信

し
続
け
た
。
今
回
そ
れ
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ

た
瞬
間
で
あ
っ
た
▼
こ
こ
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、

ス
タ
ー
ト
で
あ
る
▼
先
人
た
ち
よ
り
受
け
継
い

だ
古
代
よ
り
連
綿
と
続
く
宗
像
の
信
仰
・
文
化

を
後
生
に
遺
す
役
目
が
私
た
ち
に
は
あ
る
。（
黒
）

編
集
後
記

8月 まつりごよみ
────────────────────────────

１日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭	
	 宗像護国神社祭　
────────────────────
７日	 中津宮七夕祭	 午後８時
	 於＝大島・中津宮
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭

	 宗像護国神社戦没者慰霊祭　
	 	 午後７時
	 於＝宗像護国神社
────────────────────
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