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本
年
は
、
戊
戌
年
。

十
二
支
は
本
来
、時
刻
や
方
角
、月
を
表
す

も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、覚
え
や
す
く
す
る

た
め
に
動
物
等
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
▼
犬

と
言
え
ば
、神
社
の
境
内
に
入
る
と
一
般
的

に
狛
犬
が
見
ら
れ
る
。
参
道
の
両
脇
や
本
殿

の
中
に
、左
右
一
対
に
置
か
れ
、「
阿あ

吽う
ん

」の

形
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、神
域
の
魔
除

け
や
守
護
の
意
味
が
あ
る
。
狛
犬
は
仏
教
と

と
も
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
当

社
所
蔵
の
石
造
狛
犬
は
鎌
倉
初
期
に
宗
の

国
か
ら
渡
来
し
た
。
木
造
狛
犬
は
鎌
倉
時

代
か
室
町
時
代
の
日
本
の
作
と
さ
れ
、他
の

狛
犬
で
は
見
ら
れ
な
い
力
強
さ
と
形
に
特
徴

が
あ
る
。
京
都
御
所
の
清
涼
殿
に
あ
る
天
皇

の
御
帳
台
の
四
隅
に
も
、魔
除
け
と
し
て
狛

犬
が
置
か
れ
て
い
る
。
京
都
御
所
で
は
歴
代

の
天
皇
が
即
位
を
行
い
、昭
和
天
皇
ま
で
即

位
に
関
る
一
連
の
儀
式
を
行
っ
た
▼
今
年
は
、

天
皇
陛
下
が
御
即
位
三
十
年
を
お
迎
え
に

な
る
慶
賀
の
年
で
も
あ
る
。
昨
年
、御
退
位
・

御
即
位
に
つ
い
て
の
改
元
期
日
が
政
府
機
関

よ
り
発
表
さ
れ
た
。
現
憲
法
の
も
と
で
は
じ

め
て
と
な
る
御
譲
位
に
よ
る
御
代
代
わ
り
に

際
し
、関
連
す
る
祭
祀
・
儀
式
・
行
事
な
ど

が
滞
り
な
く
執
り
行
な
わ
れ
、後
世
の
良
い

指
針
と
な
る
よ
う
万
全
を
尽
し
て
取
組
ん

で
頂
き
た
い
。	

（
杉
）
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昨
年
は
世
界
文
化
遺
産
の
登
録
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
参
拝
と
い
う

大
社
に
と
っ
て
歴
史
的
な
佳
節
の
年
と

な
っ
た
が
、今
年
は
何
を
目
指
す
か
が

問
わ
れ
る
年
と
な
る
。
神
社
は
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て「
公
共
性
」が

探
求
さ
れ
、先
人
た
ち
は
時
々
の
社
会

に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
、
信
念
を
貫

き
実
践
し
て
き
た
。
当
然
、歴
史
の
中

で
は
公
私
が
ぶ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、

判
断
を
誤
っ
た
も
の
は
自
然
淘
汰
さ

れ
て
い
る
。

神
社
神
道
は
日
本
独
自
の
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、そ
れ
は
一
神
教
以
前

に
世
界
各
地
に
あ
っ
た
自
然
崇
拝
と
通

ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
あ
ら

ゆ
る
自
然
に
も
神
々
が
宿
る
と
す
る

考
え
方
は
、近
年
、人
類
の
私
欲
を
抑

制
す
る
力
が
あ
る
と
し
て
国
際
的
に

も
高
く
評
価
さ
れ
、当
社
に
お
い
て
も

海
外
か
ら
の
要
請
が
増
え
て
い
る
。

昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で
は
一
日

金
」が
立
ち
上
が
り
、海
の
再
生
を
国

内
外
に
さ
ら
に
呼
び
掛
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。

そ
の
た
め
宗
像
大
社
に
お
い
て
は
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
参
拝
記
念
日

の
十
月
二
十
九
日
を
本
年
よ
り「
豊
饒

祭
」と
称
し
、海
、山
、川
、田
畑
な
ど

を
豊
か
に
す
る
た
め
の
祭
日
と
し
、祭

り
に
よ
っ
て
心
を
一
つ
に
し
て
自
然
環

境
の
再
生
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ

た
。
か
つ
て
の
日
本
人
は
多
く
を
語
ら

ず
、神
前
に
て
自
身
の
決
意
を
表
明
し

「
不
言
実
行
」で
あ
っ
た
が
、豊
饒
祭
に

は
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
も
込
め
ら
れ

て
い
る
。

末
筆
な
が
ら
、新
年
を
寿
ぎ
、引
き

続
き
、
先
人
た
ち
の
叡
智
を
歴
史
か

ら
学
び
つ
つ
、皆
様
に
は
本
年
も
神
社

の
進
む
べ
き
道
の
ご
指
導
を
賜
り
た
い
。

の
雨
量
が
１
０
０
０
ミ
リ
と
な
り
、記

録
的
な
大
雨
が
短
時
間
に
集
中
し
甚

大
な
被
害
と
な
っ
た
が
、そ
の
原
因
は

温
暖
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
玄
界
灘
で
は
夏

場
の
海
水
温
度
が
三
十
度
ま
で
上
昇
、

沖
ノ
島
の
海
底
に
は
サ
ン
ゴ
礁
と
熱
帯

系
の
魚
ま
で
生
息
し
は
じ
め
て
い
る
。

温
暖
化
は
人
類
の
私
欲
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、
経
済
を
優
先
す
る

あ
ま
り
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て

き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

人
類
が
生
き
て
い
く
た
め
に
最
も

大
切
な
自
然
に
神
々
が
宿
る
と
す
る

考
え
方
、神
々
が
棲
む
自
然
へ
の
畏
怖

畏
敬
の
念
は
、
古
い
よ
う
で
新
し
い
、

私
た
ち
が
今
直
面
し
て
い
る
大
き
な

課
題
で
も
あ
る
。
宗
像
で
は
五
年
前

よ
り
神
々
が
宿
る
豊
か
な
海
を
再
生

し
よ
う
と
の
取
り
組
み
が
は
じ
ま
り
、

第
三
十
七
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り

大
会
を
契
機
に「
海
の
鎮
守
の
森
基

然自
宗像大社宮司
葦津　敬之海の再生 竹漁礁沈め 第4回宗像国際環境100人会議（昨年）
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

健
や
か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、皆
さ
ま
ご
存
じ
の
と
お
り
、

昨
年
七
月
、
か
ね
て
か
ら
の
念
願
で

あ
っ
た「『
神
宿
る
島
』宗
像
・
沖
ノ
島

と
関
連
遺
産
群
」の
世
界
遺
産
登
録

が
実
現
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
宗
像
大
社
を
含
む
本

遺
産
群
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て
、

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
、
宗
像
大
社
お
よ
び
地

域
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
、改
め
て
こ
の

喜
び
を
分
か
ち
合
う
と
と
も
に
、日
ご

ろ
か
ら
の
ご
尽
力
に
対
し
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

本
遺
産
群
の
世
界
遺
産
登
録
に
つ

き
ま
し
て
は
、平
成
二
十
一
年
一
月
に

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
暫
定
リ
ス
ト
に
記

載
さ
れ
て
以
来
、皆
さ
ま
と
と
も
に
、

約
九
年
に
も
及
ぶ
取
り
組
み
を
行
っ
て

の
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
べ
き
も

の
で
す
。

今
日
ま
で
、宗
像
大
社
を
は
じ
め
、

地
域
の
皆
さ
ま
に
よ
っ
て
守
り
伝
え
ら

れ
て
き
た
こ
の
素
晴
ら
し
い
遺
産
を
、

確
実
に
将
来
に
引
き
継
い
で
い
く
た

め
、昨
年
十
月
、県
、宗
像
市
、福
津

市
、
宗
像
大
社
の
四
者
で
構
成
す
る

保
存
活
用
協
議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

今
後
は
、当
協
議
会
を
中
心
に
、こ
れ

ま
で
以
上
に
、世
界
遺
産
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
資
産
や
そ
の
周
辺
環
境
の
整

備
と
保
全
、
広
報
啓
発
活
動
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、今
後
と
も
、

よ
り
一
層
の
ご
理
解
、ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
し
い
年
が
、皆
さ
ま
に
と
っ
て
希

望
あ
ふ
れ
る
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、

心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
す
。

ま
い
り
ま
し
た
。
登
録
前
の
ユ
ネ
ス
コ

の
諮
問
機
関
で
あ
る
イ
コ
モ
ス
の
勧
告

で
は
、沖
ノ
島
と
周
辺
岩
礁
の
み
の
登

録
が
適
当
で
あ
る
と
いっ
た
厳
し
い
内

容
で
し
た
が
、ポ
ー
ラ
ン
ド
で
開
催
さ

れ
た
世
界
遺
産
委
員
会
で
は
、八
つ
の

構
成
資
産
全
て
の
登
録
が
決
定
す
る

と
い
う
最
高
の
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
、皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
賜
物
で

あ
り
、改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、昨
年
十
月
に
は
、天
皇
皇
后

両
陛
下
が
、「
第
三
十
七
回
全
国
豊
か

な
海
づ
く
り
大
会
」の
式
典
行
事
御

臨
席
の
折
、
宗
像
大
社
を
視
察
さ
れ

ま
し
た
。
両
陛
下
は
、辺
津
宮
に
参
拝

さ
れ
た
後
、
鏡
な
ど
の
神
宝
を
大
変

興
味
深
く
鑑
賞
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
、

沖
ノ
島
が
持
つ
歴
史
、価
値
に
つ
い
て

改
め
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

世
界
遺
産
と
は
、
国
や
民
族
を
超

え
て
人
類
が
共
有
す
べ
き
遺
産
で
あ

り
、か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
し
て
次

り 守
第37回全国豊かな海づくり大会式典 天皇皇后両陛下沖ノ島出土国宝御覧

福岡県知事
小川　 洋
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
健

や
か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、謹

ん
で
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

日
頃
よ
り
宗
像
市
政
に
格
別
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、昨
年
は
長
年
の
念
願
で
あ
っ

た「『
神
宿
る
島
』宗
像
・
沖
ノ
島
と
関

連
遺
産
群
」の
世
界
文
化
遺
産
登
録

が
決
定
し
ま
し
た
。
本
遺
産
群
の
登

録
に
あ
た
っ
て
は
、宗
像
大
社
の
皆
様
、

ま
た
多
く
の
関
係
者
の
皆
様
か
ら
様
々

な
形
で
ご
支
援
、ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
。
改
め
て
、厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
た
、十
月
末
に
開
催
さ
れ
た「
第

三
十
七
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大

会
福
岡
大
会
」で
は
、宗
像
市
有
史
以

来
、初
め
て
本
市
に
天
皇
・
皇
后
両
陛

下
を
お
迎
え
し
、宗
像
大
社
辺
津
宮
へ

も
御
参
拝
い
た
だ
く
と
い
う
記
念
す

市
の
良
好
な
景
観
の
形
成
、そ
し
て
子

ど
も
た
ち
に
地
元
宗
像
へ
の
誇
り
と

愛
着
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
世
界

遺
産
学
習
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
現
し
て
い
く

た
め
に
も
、宗
像
大
社
に
お
か
れ
ま
し

て
は
引
き
続
き
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
、
本
年
が
宗
像
大
社

に
と
っ
て
よ
り
一
層
の
ご
繁
栄
の
年
と

な
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す

と
と
も
に
、
皆
様
に
と
っ
て
も
、
本
年

が
よ
り
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心

よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

べ
き
年
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
は
世
界
遺
産
の
あ
る
ま
ち
と

し
て
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
の
年
で
も
あ

り
ま
す
。
世
界
遺
産
と
な
っ
た
こ
の
貴

重
な
遺
産
群
を
将
来
に
わ
た
っ
て
守
り

伝
え
て
い
く
と
い
う
責
務
を
果
た
す

た
め
、保
全
・
保
護
の
体
制
を
確
立
し

て
ま
い
り
ま
す
。ま
た
、宗
像
大
社
を

は
じ
め
、世
界
遺
産
と
な
っ
た
構
成
資

産
の
魅
力
を
よ
り
多
く
の
方
々
に
知
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
情
報
発
信
に

も
力
を
入
れ
て
ま
い
り
ま
す
。そ
し
て
、

本
市
を
訪
れ
る
皆
さ
ま
に
、宗
像
の
魅

力
を
存
分
に
満
喫
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
市
を
あ
げ
て
お
も
て
な
し
の

心
で
お
出
迎
え
し
、こ
れ
を
地
域
の
活

性
化
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、古
来
よ
り
本
市
で
形
成
さ

れ
て
き
た
豊
か
な
歴
史
・
文
化
資
源

を
保
全
し
、次
世
代
に
継
承
し
て
い
く

た
め
に
宗
像
大
社
を
中
心
と
し
た
本

む 育
宗像市長
谷井  博美第41回世界遺産委員会 ポーランド
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沖ノ島祭祀

沖
ノ
島
の
祭
祀
遺
跡
で
は
、ど
の
よ
う
に
神
を
祀
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、一
般
的
に
、
発
掘
調

査
の
成
果
か
ら
、神
祭
り
の
場
と
祭
り
の
か
た
ち
は
、

次
の
四
段
階
で
変
遷
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
島
の
神
を
象
徴
す
る
巨
岩
群
の
上
の「
岩
上

祭
祀
」か
ら「
岩
陰
祭
祀
」へ
。
そ
し
て「
半
岩
陰
半

露
天
祭
祀
」と
な
り
、巨
岩
群
か
ら
離
れ
た
場
所
で

行
う「
露
天
祭
祀
」へ
と
変
化
し
た
と
の
説
明
で
あ
る
。

こ
れ
は
、祭
祀
で
捧
げ
、使
っ
た
品
々
が
出
土
し
た
場

所
は
、
祭
祀
を
行
っ
た
場
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
も

と
づ
い
て
い
る
。
果
た
し
て
、そ
う
判
断
し
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

人
間
は
、自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
に「
神
」を
感

じ
、人
間
と
同
じ
姿
・
性
格
を
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ

す
る
。こ
れ
は
、我
々
の
脳
の
認
知
の
働
き
と
い
わ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
、人
間
は
、神
へ
自
ら
が
貴
重
と
す

る
品
々
を
捧
げ
、美
味
し
い
と
感
じ
る
ご
馳
走
を
供

え
拝
礼
す
る
。
礼
を
尽
し
て
願
い
事
を
申
し
上
げ
れ

ば
、神
は
返
礼
と
し
て
願
い
を
聞
き
入
れ
か
な
え
て

く
れ
る
、と
直
観
す
る
。
こ
れ
が
、
祭
祀
の
基
本
的

な
か
た
ち
で
あ
る
。
沖
ノ
島
の
最
も
古
い
祭
祀
も
同

様
で
、当
時
、貴
重
な
大
形
の
銅
鏡
、美
し
い
緑
色
の

石
製
の
腕
輪
な
ど
が
捧
げ
ら
れ
た
の
だ
。

こ
の
祭
祀
の
か
た
ち
で
、祭
祀
遺
跡
を
見
る
と
一

つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
沖
ノ
島
の
祭
祀
遺
跡
の

中
に
は
、
捧
げ
物
と
ご
馳
走
を
並
べ
、
礼
を
尽
く
し

た
祭
祀
を
行
う
に
は
狭
い
遺
跡
も
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
例
え
ば
、初
期
の
岩
上
祭
祀
の
代
表
的
な
遺
跡
、

一
七
号
遺
跡
で
は
、巨
岩
と
巨
岩
の
隙
間
に
鉄
製
の

刀
剣
、銅
鏡
、緑
色
の
碧
玉
製
の
腕
輪
類
、翡
翠
製

の
勾
玉
な
ど
、豪
華
な
捧
げ
物
が
差
し
込
ま
れ
た
状

態
で
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
、周
囲
は
岩
場
で
平

坦
な
場
所
は
殆
ど
な
い
。
多
く
の
人
々
が
拝
礼
す
る

よ
う
な
空
間
を
確
保
す
る
の
は
難
し
い
。
巨
岩
群
の

上
や
岩
陰
に
残
る
祭
祀
遺
跡
は
、祭
り
の
姿
を
、そ

の
ま
ま
残
し
た
も
の
ば
か
り
と
は
言
い
に
く
い
の
だ
。

一
七
号
遺
跡
の
銅
鏡
な
ど
が
出
土
し
た
様
子
は
、神

前
へ
と
整
然
と
捧
げ
た
と
い
う
よ
り
は
、祭
祀
の
後
、

捧
げ
物
を
ま
と
め
納
め
た
状
況
と
み
た
ほ
う
が
理
解

し
や
す
い
。

こ
う
考
え
る
と
、次
の
よ
う
な
神
祭
り
の
流
れ
が

推
定
で
き
る
。
沖
ノ
島
の
神
を
象
徴
す
る
白
い
巨
岩

群
。
こ
れ
を
見
上
げ
る
場
所
、し
か
も
様
々
な
捧
げ

物
・
ご
馳
走
を
整
然
と
並
べ
、祈
願
を
申
し
上
げ
拝

礼
す
る
の
に
充
分
な
広
さ
が
確
保
で
き
る
場
所
で
祭

祀
は
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、貴
重
な
捧
げ
物
は
神
の

も
と
へ
ま
と
め
て
納
め
る
と
い
う
意
味
で
、
巨
岩
の

隙
間
に
差
し
込
ま
れ
た
り
、岩
陰
へ
と
安
置
さ
れ
た

り
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
終
的
に
祭
祀
遺
跡
と

な
っ
た
も
の
が
、
沖
ノ
島
の
祭
祀
遺
跡
に
は
多
く
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

國
學
院
大
學  

神
道
文
化
学
部
教
授  

笹
生 

衛 ４

沖
ノ
島
祭
祀

―
―  
神
祭
り
の
か
た
ち  

―
―

17号遺跡の遺物出土状況
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平
成
二
十
五
年
よ
り
着
手
さ
れ
た「
平
成
ノ
大
造

営
」は
、宗
像
三
宮
の
整
備
事
業
で
あ
り
、本
年
の
主

な
る
事
業
は
沖
津
宮（
沖
ノ
島
）社
殿
修
復
で
あ
る
。

沖
津
宮
本
殿
修
復
に
先
駆
け
、昨
年
十
一
月
十
六

日
に
は
沖
津
宮
末
社 

大
神
宮
の
仮
殿
遷
座
祭
を
斎

行
、
現
在
は
大
神
宮
の
修
復
を
行
な
っ
て
お
り
、
完

了
後
本
殿
修
復
に
取
り
掛
か
る
。

沖
ノ
島
は
、出
土
し
た
八
万
点
の
国
宝
が
物
語
る

よ
う
に
、社
殿
構
築
以
前
、神
が
宿
る
と
さ
れ
る
岩

や
木
な
ど
を
敬
う
自
然
信
仰
か
ら
現
在
の
社
殿
祭
祀

に
至
る
ま
で
の
過
程
が
分
か
る
稀
有
な
場
所
で
あ
る
。

で
は
い
つ
社
殿
が
出
来
た
の
か
、そ
の
存
在
を
示
す

の
は
宗
像
家
文
書
に
あ
る
。
正
保
元
年（
一
六
四
四
）

に「
沖
津
宮
遷
宮
」の
記
述
が
あ
り
、十
七
世
紀
半
ば

に
は
社
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

時
期
の
社
殿
は
福
岡
藩
に
よっ
て
造
営
。
そ
の
後
、建

て
替
え
や
修
復
を
繰
り
返
し
て
お
り
、現
在
の
社
殿

は
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

平成ノ大造営・新授与品『神水守』

沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
、宗
像
大
社
三
宮

そ
れ
ぞ
れ
の
御
神
水
を
封
入
し
た
御
守
り
、『
神

水
守
』を
新
年
に
合
わ
せ
奉
製
し
た
。

海
で
繋
が
る
三
宮
と
、砂
浜
を
連
想
す
る
よ
う

に
砂
が
入
っ
て
い
る
。

平
素
、禁
忌
に
よ
り
一
般
の
渡
島
を
許
さ
な
い

沖
ノ
島
。
唯
一
、
持
出
し
を
許
さ
れ
る
御
神
水
。

参
拝
出
来
な
い
沖
津
宮
の
御
神
威
を
感
じ
る
こ
と

が
出
来
る
唯
一
の
御
守
り
で
す
。

　
◆
初
穂
料
　
一
体
　
一
、〇
〇
〇
円

　
◆
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
の
三
種
類

新
授
与
品
『
神し

ん

水す
い

守ま
も
り

』

沖津宮

中津宮 辺津宮

主

な

る

修

復

状

況

正
保
元
年

一
六
四
四
遷
宮
、一甲
斐
河
野
四
郎
右
衛
門
尉
通
利
、宗
像
忌
子

惣
左
衛
門
千
續
等
と
と
も
に
奉
仕
す
　

※
社
殿
が
確
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
初
見
史
料

寛
文
二
年

一
六
六
二
御
供
屋
屋
根
を
葺
替
ふ

宝
暦
八
年

一
七
五
八
本
殿
の
屋
根
を
葺
替
ふ

明
和
八
年

一
七
七
一
本
殿
の
屋
根
を
葺
替
ふ

文
化
十
三
年

一
八
一
六
本
殿
・
渡
殿
・
拝
殿
屋
根
葺
替
え
。

ま
た
同
宮
末
社
大
神
宮
を
造
替
す

安
政
三
年

一
八
五
六
本
殿
を
修
理
す

明
治
二
年

一
八
六
九
福
岡
藩
、本
殿
・
渡
殿
・
拝
殿
・
御
供
屋
及
び

遙
拝
所（
大
島
）を
改
造
す

明
治
十
六
年

一
八
八
三
拝
殿
・
渡
殿
の
屋
根
を
官
費
に
て
葺
替
へ
、神
饌
所
を

官
費
に
て
修
繕
し
、宿
直
所
を
官
費
に
て
増
築
す

明
治
三
十
三
年
一
九
〇
〇
本
殿
の
修
理
に
着
手
す

明
治
三
十
四
年
一
九
〇
一
本
殿
の
修
理
竣
成
す

明
治
四
十
五
年
一
九
一
二
本
殿
の
修
理
に
着
手
す

※
従
前
の
板
葺
か
ら
檜
皮
葺
に
改
め
る

大
正
二
年

一
九
一
三
本
殿
の
修
理
竣
成
す

昭
和
六
年

一
九
三
一
神
殿
・
拝
殿
改
築
の
た
め
仮
遷
座
祭
執
行
す

昭
和
九
年

一
九
三
四
社
殿
屋
根
葺
替
へ
の
た
め
仮
殿
遷
座
祭
執
行
す

昭
和
二
十
八
年
一
九
五
三
本
殿
・
拝
殿
の
屋
根
修
理
工
事
着
手
に
つ
き
、

奉
告
祭
を
執
行
す

昭
和
二
十
八
年
一
九
五
三
本
殿
・
拝
殿
の
屋
根
修
理
工
事
完
了
す

昭
和
三
十
九
年
一
九
六
四
屋
根
葺
替
工
事
の
た
め
仮
遷
座
祭
を
執
行
す

昭
和
三
十
九
年
一
九
六
四
屋
根
葺
替
工
事
完
了
に
つ
き
、本
殿
遷
座
祭
を
執
行
す

※
檜
皮
葺
よ
り
現
在
の
銅
板
葺
に
改
め
る

昭和 5年 5月 10 日内務省撮影

沖
津
宮
社
殿
修
復



沖
ノ
島
昇
る
太
陽
海
染
め
て
世
界
遺
産
の
初
春
祝
ふ	

秋
𠮷　
嘉
範

新
年
を
寿
ぐ
歌
。
初
句
字
余
り
だ
が
〈~

に
〉
三
句
〈
海
を
染
め
〉
と
助
詞
を
入
れ
語
調
を
滑
ら
か
に
。

結
び
目
が
い
ま
だ
ほ
ど
け
ぬ
赤
い
糸
深
爪
こ
わ
い
軒
先
の
縁	

早
川　
祥
三

取
り
合
わ
せ
が
魅
力
的
だ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
歌
。
夫
婦
円
満
で
、
怖
い
物
は
深
爪
く
ら
い
と
い
う
意
味
と
読
ん
だ
。

森
へ
飛
ぶ
カ
ラ
ス
の
片
羽
根
光
り
を
り
立
冬
す
ぎ
の
朝
日
を
あ
び
て	

佐
々
木
和
彦

目
の
良
い
作
者
だ
と
感
心
し
た
。
鴉
の
羽
根
の
一
瞬
の
光
を
捉
え
た
景
と
季
節
の
取
り
合
わ
せ
が
絶
妙
。

世
界
遺
産
の
大
社
参
拝
か
し
こ
み
て
思
は
ず
な
し
ぬ	

山
﨑　
公
俊

八
禮
八
拍
は
伊
勢
神
宮
の
参
拝
法
だ
が
、宗
像
大
社
を
大
切
に
思
う
あ
ま
り
思
わ
ず
八
禮
し
て
し
ま
っ
た
作
者
だ
ろ
う
。

薄
皮
に
種
を
守
り
て
命
継
ぐ
ふ
う
せ
ん
か
ず
ら
の
小
さ
き
葉
と
茎	

萩
原　
　
勉

風
船
か
ず
ら
を
よ
く
見
て
い
る
作
者
。
結
句
は
葉
か
茎
一
つ
に
絞
っ
て
「
針
金
の
茎
」
な
ど
と
し
て
は
。

傘
寿
き
て
残
る
命
を
み
は
か
れ
ば
衣
類
は
も
は
や
足
り
あ
ま
る
ら
む	

北
野
カ
ズ
ミ

終
活
に
は
早
い
作
者
。
三
句
以
下
〈
計
る
と
き
す
で
に
衣
類
は
足
る
と
思
へ
り
〉
と
簡
潔
に
し
て
み
た
。

補
聴
器
を
捜
し
い
る
間
に
連
ド
ラ
は
で
は
又
来
週
と
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
入
る	

森　
　
龍
子

作
者
の
た
め
息
が
聞
こ
え
そ
う
な
一
首
だ
が
、
そ
こ
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
結
句
は
〈
終
っ
て
し
ま
う
〉。

デ
ィ
ケ
ア
で
「
二
十
四
の
瞳
」
を
見
る
無
心
の
島
の
児
ら
の
い
と
し
も	

山
本　
静
子

映
画
の
中
の
子
供
達
を
愛
お
し
く
思
う
作
者
の
柔
ら
か
な
感
性
。

裏
庭
の
皇
帝
ダ
リ
ア
南
へ
と
顔
を
揃
え
て
今
咲
き
誇
る	

本
田
エ
リ
ナ

花
を
沢
山
付
け
た
皇
帝
ダ
リ
ア
を
擬
人
化
し
た
歌
。
結
句
は
少
し
抑
え
て
〈
今
咲
き
盛
る
〉
く
ら
い
に
。

掃
き
下
る
参
道
半
ば
の
置
き
去
り
の
竹
帚
に
も
銀
杏
散
る
散
る	
吉
崎
美
沙
子

景
が
見
え
る
歌
。
三
句
か
ら
〈
置
き
去
り
の
箒
の
う
え
に
公
孫
樹
散
る
掃
き
く
だ
り
ゆ
く
参
道
半
ば
〉
と
上
句
下
句
を
入
れ
替
え
て
は
。

晴
天
の
南
京
は
ぜ
の
紅
映
す
池
の
ほ
と
り
を
ゆ
っ
く
り
歩
く	

大
和
美
由
紀

静
か
な
鏡
の
よ
う
な
池
の
面
。南
京
は
ぜ
の
色
の
華
や
ぎ
は
作
者
の
気
持
ち
の
明
る
さ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

玉
砂
利
に
ど
ん
ぐ
り
拾
う
二
つ
三
つ

早
川　
祥
三

掛
け
る
、
賭
け
る
同
音
異
義
語
多
け
れ
ど

〈
か
け
る
〉
と
打
ち
て
×バツ
を
い
出
せ
り

砂
浜
に
う
ち
あ
げ
ら
れ
し
貝
あ
ま
た

よ
き
律
を
も
つ
曲
線
え
が
く

◆ 

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
７
回

第
６
４
９
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

三
〇
〇
、〇
〇
〇
円

福
岡
市	

溝
江　
将
光

北　
区	

鈴
木　
義
治

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円

北　
区	

鈴
木　
嘉
子

北　
区	

鈴
木　
裕
子

北　
区	

鈴
木　
良
一

八
〇
、〇
〇
〇
円

広
島
市	

山
田　
隆
徳

五
〇
、〇
〇
〇
円

糸
島
市	

松
岡　
　
功

四
〇
、〇
〇
〇
円

宗
像
市	

篠
原　
武
利

三
〇
、〇
〇
〇
円

金
沢
市	

梶
谷　
眞
理

一
〇
、〇
〇
〇
円

春
日
井
市	

村
井　
　
聖

佐
賀
市	

古
賀　
久
貴

築
上
郡　
　
入
江
聖
奈
子
・
美
羽

釧
路
市	

藤
田　
幸
恵

六
、〇
〇
〇
円

津　
市	

樋
口
美
智
子

五
、〇
〇
〇
円

名
古
屋
市	

福
岡
智
恵
美

名
古
屋
市	

丸
山　
英
志

名
古
屋
市	

島
井　
　
薫

十
和
田
市	

小
原　
照
子

茨
木
市	

村
上　
理
恵

交
野
市	

山
内　
文
孝

島
尻
郡	

大
城
伊
輝
子

那
覇
市	

仲
村
ひ
さ
子

川
崎
市	

平
瀬　
資
宏

横
浜
市	

坂
本　
　
信

上
天
草
市	

桑
原　
千
知

八
代
市　
　
　
深
川
信
宏
・
美
希

熊
本
市	

内
山　
裕
子

熊
本
市	

内
山　
直
美

熊
本
市	

内
山　
露
美

熊
本
市	

内
山　
龍
起

熊
本
市	

福
冨　
悦
子

札
幌
市	

内
田　
英
二

千
葉
市	

加
藤　
　
拓

江
戸
川
区	

彦
田　
昇
孝

江
戸
川
区	

関
口　
光
子

品
川
区	

舟
橋
伊
都
子

北
安
曇
郡	

高
良
圭
妃
子

福
岡
市	

中
村　
吉
勝

福
岡
市	

山
口
ヤ
エ
子

周
南
市	

下
川　
浩
司

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地　
昭
義

福
岡
市	

山
﨑
惠
美
子

二
、〇
〇
〇
円

名
古
屋
市	

升
森　
宏
次

大
阪
市	

木
村　
有
吾

大
阪
市	

木
岡　
一
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戊
戌
（
つ
ち
の
え
い
ぬ
）、

皇
紀
２
６
７
８
年
▼
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
▼
正
月
は
門
松
な
ど
を
準
備

し
「
歳
神
様
」
を
お
迎
え
し
、
初
詣
で
一
年
の

幸
福
・
健
康
等
を
祈
る
▼
一
年
の
な
か
で
唯
一
家

族
団
ら
ん
の
時
を
過
ご
す
と
い
う
方
も
大
勢
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
存
じ
ま
す
▼
「
一
年
の
計
は
元

旦
に
あ
り
」
と
い
う
故
事
が
あ
る
よ
う
に
、
本
年

は
一
年
の
計
画
を
立
て
有
意
義
な
時
間
を
過
ご

し
た
い
▼
み
な
さ
ま
も
一
年
の
計
画
を
立
て
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
▼
本
年
も
社
報
む

な
か
た
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
黒
）

編
集
後
記

1月 まつりごよみ
───────────────────────────
１日	 歳旦祭	 午前	9	時
────────────────────
３日	 元始祭	 午前	9	時
	 引続き		高宮、第二宮第三宮新年祭
	 宗像護国神社新年祭	 午前10時
────────────────────
10日	 恵比須祭	 午前10時
────────────────────
13日	 献米奉告祭	 午前11時
────────────────────
15日	 総社月次祭併成人祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮第三宮祭
────────────────────
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