
師し
わ
す走　

第
６
９
４
号

境
内
を
彩
っ
た
菊
花
展

が
閉
幕
し
た
。
ま
た
、今
年
は
宗
像
ユ
リ
ッ

ク
ス
で
全
国
大
会
も
開
催
さ
れ
、北
海
道
か

ら
鹿
児
島
ま
で
菊
愛
好
者
が
日
本
一
を
決

め
る
た
め
、バ
ス
や
自
動
車
に
菊
を
乗
せ
て

宗
像
の
地
ま
で
運
ん
で
き
た
。
そ
こ
で
、改

め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
は
菊
へ
の
情
熱
で

あ
る
▼
全
国
大
会
当
日
、午
前
四
時
半
、会

場
に
は
前
日
の
昼
か
ら
一
睡
も
せ
ず
手
直
し

に
没
頭
す
る
出
品
者
の
姿
が
あ
っ
た
。
ピ
ン

セ
ッ
ト
を
使
い
、花
び
ら
一
枚
一
枚
に
手
を

施
し
て
い
く
。
会
場
に
見
事
に
お
色
直
し
さ

れ
た
菊
を
並
べ
る
姿
は
、正
に
手
塩
に
か
け

て
育
て
上
げ
た
娘
を
嫁
に
送
り
出
す
よ
う
に

み
え
た
▼
当
社
の
菊
花
展
で
も
毎
年
約
二
千

鉢
が
展
示
さ
れ
、大
事
に
育
て
上
げ
た
菊
を

預
か
る
身
と
し
て
、運
営
職
員
は
常
に
細
心

の
注
意
を
払
う
。『
出
品
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
・
出
品
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
』互
い
に

こ
の
菊
を
愛
で
る
気
持
ち
が
無
い
と
菊
花
展

は
成
り
立
た
な
い
。
後
継
者
不
足
に
よ
り
毎

年
少
し
ず
つ
菊
花
が
減
少
傾
向
に
あ
る
の

は
残
念
で
、例
年
観
菊
を
楽
し
み
に
し
て
い

る
方
々
の
為
に
も
存
続
に
精
を
出
さ
ね
ば
と

感
じ
る
が
、ま
ず
は
菊
を
作
っ
て
い
る
会
員

の
皆
様
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。 （
武
）

豊
饒
祭 
稚
魚
放
流
行
事
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❶
❷❸

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
九
日
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
御
臨
席
の
も
と
、
宗

像
市
に
て
第
三
十
七
回
全
国
豊
か
な
海

づ
く
り
大
会
福
岡
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

宗
像
は「
歴
代
天
皇
を
お
助
け
す
れ

ば
、
歴
代
天
皇
よ
り
祀
ら
れ
る
」(

日
本

書
紀)

と
の
神
勅
に
よ
り
、海
外
交
流
の

拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
、大
和
朝
廷
か
ら
手
厚
い
祭
り
が

な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

以
来
、
こ
の
こ
と
は
先
人
た
ち
よ
り

引
き
継
が
れ
て
、昨
年
、宗
像
の
有
史
以

来
、初
め
て
、天
皇
皇
后
両
陛
下
の
行
幸

啓
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

宗
像
で
は
こ
の
日
を
永
遠
に
語
り
継

い
で
い
く
た
め
、毎
年
、森
里
川
海
が
豊

か
に
な
る
た
め
の「
豊
饒
祭
」と
い
う
祭

日
と
し
、併
せ
て
、昨
年
の
豊
か
な
海
づ

く
り
大
会
に
際
し
て
整
備
さ
れ
た
鐘
崎

漁
港
に
て
、豊
饒
の
海
を
願
う
稚
魚
の
放

豊
饒
祭 

稚
魚
放
流
行
事 

趣
旨

2



豊饒祭 稚魚放流行事

❶放流の様子（全景）❷宗像大社豊饒祭❸宗像大社の巫女
たちと❹伊豆美沙子宗像市長と園児たち❺ミスアースと
園児❻楽しげに放流する園児たち❼御製碑前 参加者150
名（大人80名 園児70名 西海保育園 こうみょうの丘）

❹

❺

❻

❼

豊
饒
祭 

稚
魚
放
流
行
事

十
月
二
十
九
日
、天
皇
皇
后
両
陛
下
を
お
迎
え
し
た

昨
年
十
月
二
十
九
日
の「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」

を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、新
た
な
恒
例
祭
典「
豊
饒
祭
」

を
辺
津
宮
本
殿
に
て
斎
行
し
た
。
ま
た
、こ
れ
に
併
せ
、

鐘
崎
漁
港
に
て
稚
魚
の
放
流
行
事
を
行
っ
た
。

午
前
十
一
時
の
豊
饒
祭
で
は
、
氏
子
崇
敬
者
な
ど
約

一
〇
〇
名
が
参
列
す
る
な
か
、宮
司
が
豊
か
な
海
、山
、

川
、田
畑
を
願
う
祝
詞
を
奏
上
、巫
女
に
よ
る
浦
安
の
舞

が
奉
奏
さ
れ
恙
無
く
執
り
納
め
ら
れ
た
。

午
後
一
時
、
鐘
崎
漁
港
御
製
碑
広
場
に
て
地
元
の
園

児
、漁
業
関
係
者
、協
賛
企
業
な
ど
一
五
〇
名
が
参
加
し
、

「
ト
ラ
フ
グ
・
マ
ダ
イ
」の
稚
魚
五
〇
〇
匹
を
海
へ
放
流
し

た
。元

来
、日
本
は
海
を
は
じ
め
、山
川
田
畑
が
豊
か
な
国

で
あ
る
。し
か
し
、そ
の
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て

い
る
。
宗
像
国
際
環
境
１
０
０
人
会
議
で
も
警
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
よ
う
に
、人
間
が
そ
れ
を
壊
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

畏
怖
畏
敬
の
念
で
自
然
と
共
存
し
て
き
た
先
人
た
ち
の
思

い
に
立
ち
返
り
、こ
の
日
を
永
遠
に
紡
い
で
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

流
を
行
な
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

古
代
よ
り
海
と
共
に
生
き
て
き
た
宗

像
に
お
い
て
は
、近
年
、海
水
温
の
上
昇
、

磯
焼
け
、ゴ
ミ
問
題
な
ど
、海
の
環
境
が

大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
行
事
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
を

少
し
で
も
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
り
、
海

の
み
な
ら
ず
森
里
川
海
の
豊
饒
な
る
自

然
と
心
を
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
き

た
い
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

3



天長祭・厄年一覧表

来
る
十
二
月
二
十
三
日
の
天
皇
誕
生
日
を
も
っ
て

今
上
陛
下
に
は
八
十
五
歳
の
御
年
を
お
迎
え
に
な
ら

れ
る
。
こ
れ
を
祝
い
全
国
の
神
社
に
お
い
て
も
皇
統

の
無
窮
と
聖
寿
の
萬
歳
を
祈
念
し
て
天
長
祭
が
斎
行

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
天
皇
誕
生
日
は
昭
和
二
十
年「
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
」の
公
布
に
よ
り
こ
の
よ
う
に
改
称

さ
れ
た
が
、明
治
初
期
か
ら
戦
前
ま
で
は
天
長
節
と

呼
ば
れ
る
祝
日
の
一
つ
で
あ
り
、
宮
中
三
殿
の
祭
典

を
天
長
節
祭
と
い
っ
た
。
こ
の
初
見
は
古
く
奈
良
時

代
後
期
、光
仁
天
皇
宝
亀
六
年（
七
七
五
）の
天
皇
誕

辰
に
百
官
の
祝
宴
が
行
わ
れ
た
事
に
遡
る
。

ご
周
知
の
通
り
、一
昨
年
前
の
八
月
八
日
に
ビ
デ

オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
大
御
心
に
沿
う

形
で
、来
年
に
は
新
た
な
形
で
御
代
替
り
を
迎
え
る

た
め
、本
年
の
天
長
祭
は
あ
る
意
味
特
別
な
意
味
を

持
つ
。

今
後
こ
の
日
が
ど
う
な
る
か
は
未
定
の
よ
う
で
あ

る
が
、平
成
の
御
代
で
は
最
後
の
天
長
祭
で
あ
る
。

大
御
心
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
平
成
の
三
十
年
間
を

何
よ
り
国
民
の
安
寧
と
幸
せ
を
お
祈
り
に
な
ら
れ
、

特
に
多
発
し
た
自
然
災
害
に
当
た
っ
て
は
、
傍
ら
に

お
立
ち
に
な
ら
れ
、
常
に
国
民
の
思
い
に
寄
り
添
い

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
。

我
々
は
こ
の
御
聖
徳
を
深
く
認
識
し
、又
、平
成

の
御
代
へ
の
感
謝
と
お
祝
い
の
誠
を
国
民
挙
げ
て
捧

げ
て
戴
き
た
い
。

平
成
31
年  

厄
年
一
覧
表

生
ま
れ
年

厄
　  

年
齢（
数
え
）
生
ま
れ
年

厄
　 

年
齢（
数
え
）

昭
和
19
年

暗
剣
殺

76

昭
和
57
年

後
厄（
女
）
38

昭
和
22
年

八
方
塞

73

昭
和
58
年

大
厄（
女
）

八
方
塞

37

昭
和
28
年

暗
剣
殺

67

昭
和
59
年

前
厄（
女
）
36

昭
和
31
年

八
方
塞

64

昭
和
61
年

後
厄（
女
）
34

昭
和
33
年

後
厄（
男
）
62

昭
和
62
年

大
厄（
女
）
33

昭
和
34
年

大
厄（
男
）
61

昭
和
63
年

前
厄（
女
）
32

昭
和
35
年

前
厄（
男
）
60

平
成
元
年

暗
剣
殺

31

昭
和
37
年

暗
剣
殺

58

平
成
4
年

八
方
塞

28

昭
和
40
年

八
方
塞

55

平
成
6
年

後
厄（
男
）
26

昭
和
46
年

暗
剣
殺

49

平
成
7
年

大
厄（
男
）
25

昭
和
49
年

八
方
塞

46

平
成
8
年

前
厄（
男
）
24

昭
和
52
年

後
厄（
男
）
43

平
成
10
年

暗
剣
殺

22

昭
和
53
年

大
厄（
男
）
42

平
成
12
年

後
厄（
女
）
20

昭
和
54
年

前
厄（
男
）
41

平
成
13
年

大
厄（
女
）

八
方
塞

19

昭
和
55
年

暗
剣
殺

40

平
成
14
年

前
厄（
女
）
18

厄
　
年

人
生
の
節
目
で
あ
る
と
と
も
に
、一
生
の
う
ち
で
災
難
、『
厄
』

に
あ
う
恐
れ
が
多
い
た
め
、慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
年
で
す
。
特
に

男
性
の
42
歳
、女
性
の
33
歳
は『
大
厄
』と
さ
れ
て
い
ま
す
。

八は
っ
ぽ
う
ふ
さ
が
り

方
塞

男
女
の
別
な
く
九
星(

星
回
り)

に
も
と
づ
い
て
災
難
に
遭
い
や

す
い
と
さ
れ
る
年
で
す
。

暗あ
ん
け
ん
さ
つ

剣
殺

「
九
星
術
」で
そ
の
年
の
五
黄
土
星
と
相
対
す
る
方
位
で
、最
も
慎

ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
大
凶
の
年
廻
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
厄
年
の
お
祓
い
は
年
始
か
ら
節
分
ま
で
に
行
な
う
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
の
御
代
最
後
の
天
長
祭

天皇皇后両陛下御参拝  平成29年10月29日  宗像大社辺津宮　
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5

神宮神宝より紐解く

調
製
の
技
法
と
技
術

装
束
神
宝
の
調
製
に
つ
い
て
は
、
主
に
美
術
工
芸

四
分
野
の
染
織
、
漆
工
、
木
工
、
金
工
に
技
術
上
の

基
軸
が
置
か
れ
、そ
の
ほ
か
に
装
束
神
宝
を
調
製
す

る
上
で
関
連
し
付
帯
す
る
技
術
が
仕
様
書
の
規
定
に

則
っ
て
複
合
的
に
集
積
し
て
御
料
の
形
態
を
成
し
て

い
ま
す
。
装
束
神
宝
の
技
術
規
定
は
通
例
一
般
に
高

位
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
工
芸
技
術
に
あ
っ
て
も
、そ

こ
か
ら
更
に
数
次
に
高
い
水
準
の
技
術
要
求
が
仕
様

書
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
装
束
神
宝
の
調

製
者
は
通
例
自
身
の
生
業
と
す
る
製
作
品
も
高
位
の

技
術
を
用
い
、ま
た
そ
の
高
位
の
技
術
を
保
有
し
て

い
る
が
故
に
装
束
神
宝
の
調
製
者
と
し
て
指
名
さ
れ

る
の
で
す
が
、御
料
調
製
に
際
し
て
は
通
例
で
は
非

日
常
と
さ
れ
る
技
術
が
要
求
さ
れ
、装
束
神
宝
の
調

製
者
に
指
名
を
受
け
た
そ
の
時
点
か
ら
非
日
常
の
技

術
が
日
常
の
要
求
事
と
な
り
ま
す
。
図
面
、仕
様
書

に
規
定
さ
れ
る
要
求
は
寸
法
、
形
状
、
技
法
、
技
術

の
何
れ
に
お
い
て
も
厳
格
で
、調
製
者
に
と
っ
て
は
日
々

御
料
と
の
対
峙
が
数
年
、長
い
も
の
で
は
十
年
近
く

に
亘
り
続
き
ま
す
。
し
か
も
調
製
品
目
の
種
類
と
数

量
は
先
号
に
記
し
た
様
に
相
当
量
に
及
び
、高
位
の

技
法
技
術
で
挑
む
圧
倒
的
な
量
の
塊
が
、こ
の
時
期

調
製
す
る
全
国
の
工
房
に
満
ち
溢
れ
ま
す
。
調
製
者

が
長
年
に
亘
っ
て
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
の
遠
大
な

調
製
行
為
は
、そ
の
過
程
が
図
面
、仕
様
書
に
規
定

さ
れ
我
国
が
保
有
す
る
伝
承
さ
れ
る
べ
き
正
当
な
技

術
と
し
て
、再
生
可
能
な
体
系
を
保
ち
な
が
ら
復
古

技
術
の
礎
を
現
代
に
蓄
積
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
神

宮
の
式
年
遷
宮
が
保
有
す
る
実
に
特
殊
な
技
術
継
承

と
再
生
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、遷
宮
制
度
が
あ
る
が

故
に
可
能
と
す
る
他
に
類
例
を
み
な
い
形
態
で
す
。

次
号
か
ら
は
前
回
第
六
十
二
回
の
御
料
調
製
に
て

使
用
さ
れ
た
技
法
技
術
を
染
織
、漆
工
、木
工
、金

工
を
主
に
各
分
野
ご
と
に
記
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、

調
製
段
階
で
用
い
ら
れ
た
個
々
の
品
目
の
詳
細
な
技

術
に
つ
い
て
も
一
部
触
れ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
各
美

術
工
芸
分
野
に
お
け
る
技
法
技
術
で
、今
回
特
に「
所

定
の
仕
様
」に
お
い
て
施
工
し
た
例
を
主
と
し
て
記

し
ま
す
が
、こ
こ
で
い
う「
所
定
の
仕
様
」と
は
古
儀

調
査
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
昭
和
四
年
第
五
十
八
回

遷
宮
に
際
し
施
工
さ
れ
た
仕
様
を
指
し
ま
す
。
そ
れ

以
後
の
第
五
十
九
回
か
ら
第
六
十
一
回
の
間
は
、諸
々

の
事
情
に
よ
り
若
干
の
品
目
に
こ
の
所
定
の
仕
様
で

は
な
く
代
替
え
の
技
術
を
以
て
調
製
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
技
術
を
こ

の
第
六
十
二
回
は
調
製
関
係
者
の
尽
力
と
美
術
工
芸

界
の
技
術
復
古
の
潮
流
を
得
て
、長
く
代
替
え
の
技

術
に
甘
ん
じ
て
き
た
調
製
仕
様
を
正
規
の
仕
様
に
復

古
し
、高
位
の
技
法
技
術
に
よ
る
調
製
を
可
能
な
ら

し
め
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
今
後
の

調
製
も
憂
い
な
く
そ
う
あ
る
為
に
は
、新
た
な
図
面
、

仕
様
書
の
作
成
等
担
当
技
師
が
先
ん
じ
て
汗
を
か

く
必
要
が
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

10

元
神
宮
式
年
造
営
庁
技
師
　
釆
野
　
武
朗

神
宮
神
宝
よ
り

紐
解
く

唐
からくみひら

組平緒
お

の調製 神宮司庁提供
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藤ふ
じ 

原わ
ら 

顕あ
き 

嗣つ
ぐ 
譲ゆ

ず
り 
状じ

ょ
う

仁
治
二
年（
一
二
四
一
）六
月
二
十
一
日

受
け
継
が
れ
た
証
文
③

長
文
の
譲
状
で
あ
る
。
藤
原
顕
嗣
が
、代
々
受
け

継
い
で
き
た
晴
気
領（
佐
賀
県
小
城
市
）を
妻
に
譲

る
こ
と
を
書
き
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

晴
気
の
地
は
天
山
の
裾
野
に
広
が
る
平
野
部
で
、

既
に
平
安
時
代
に
は
広
く
開
墾
さ
れ
て
い
た
豊
か
な

農
耕
地
で
あ
っ
た
。
源
頼
朝
か
ら
直
接
に
顕
嗣
の
祖

父
で
あ
る
隆
頼
が
賜
わ
っ
た
土
地
で
あ
る
。
顕
嗣
は
、

晴
気
領
の
領
有
に
つ
い
て
の
鎌
倉
幕
府
の
確
認
・
保

障
の
公
文
書
と
、祖
父
隆
頼
か
ら
父
成
亮
へ
、父
か

ら
顕
嗣
へ
の
譲
与
証
文
で
あ
る
私
文
書
と
に
分
け
て

の
目
録
を
記
載
し
て
い
る
。

顕
嗣
は
愛
妻
家
で
家
族
思
い
の
人
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
顕
嗣
は
綿
々
と
書
き
綴
る
。
去
年
か
ら
体
調
を

崩
し
て
病
勝
ち
に
な
り
長
生
き
で
き
そ
う
も
な
い
。

私
が
死
ん
だ
後
の
こ
と
は
、大
江
氏
一
族
か
ら
嫁
い

で
き
た
妻（
大
江
氏
女
）を
た
だ
一
人
頼
り
に
し
て
い

る
。
妻
に
受
け
継
い
で
き
た
土
地
を
譲
り
、晴
気
領

の
豊
か
な
実
り
を
絶
や
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
ひ
と
り

息
子
弥
鶴
が
成
人
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、あ
な
た
か

ら
息
子
に
譲
っ
て
欲
し
い
。
死
を
意
識
し
た
顕
嗣
は

家
族
の
絆
に
こ
れ
か
ら
を
託
す
。
さ
て
、顕
嗣
の
願

い
は
叶
え
ら
れ
る
の
か
・・・
　
　
　
　
　
　
　（
河
）

神
宝
館
だ
よ
り
20

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・ご案内

顕嗣譲状

「
沖
ノ
島
国
宝
×
藤
原
新
也
写
真
展
」

好
評
に
つ
き

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
会
期
延
長

神
宝
館
特
別
展

【柴咲コウのサステイナブルな旅
“森と湖の国”フィンランドへ】

TBS系列全国ネット
	 12月	9	日（日）	 15:30〜16:54

【祈りの原風景を見つめて〜世界文化遺産
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〜】
NHK	BS4K
	 １２月	６	日（木）	 13：30〜14：13
	 １２月２０日（木）	 16：30〜17：13
	 １２月２９日（土）	 		6：15〜	6	：58

【サラメシ】　NHK総合
	 12月18日（火）	 20：15〜（再放送）

テレビ放送のお知らせ



点
減
の
赤
信
号
が
影
拾
う
横
断
歩
道
に
猪
の
目
の
母お

や

こ
親
子	

早
川　
祥
三

	

運
転
中
に
夜
道
を
歩
く
猪
の
親
子
に
遭
遇
し
た
作
者
だ
ろ
う
。
影
と
目
を
見
た
の
だ
と
思
う
が
影
だ
け
に
し

結
句
〈
猪
の
親
子
〉
に
。

い
ち
に
ち
は
何
処
へ
ゆ
く
の
か
蜩
の
声
を
残
し
て
ど
こ
へ
往
く
の
か	

山
﨑　
公
俊

蜩
の
声
の
寂
し
さ
が
、
過
ぎ
て
ゆ
け
ば
返
る
こ
と
の
無
い
「
時
」
を
思
う
作
者
の
寂
し
さ
で
も
あ
る
の
だ
。

神
無
月
湯
屋
に
聞
こ
ゆ
る
虫
の
声
リ
ン
リ
ン
リ
ン
と
途
切
れ
て
弱
い	

萩
原　
　
勉

深
ま
る
秋
に
衰
え
た
虫
の
音
の
寂
し
さ
。
四
句〈
リ
ン
リ
ン
リ
リ
と
〉な
ど
擬
音
に
途
切
れ
た
感
じ
を
入
れ
て
は
。

そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
持
ち
寄
り
高
令
の
母
を
祝
う
日
彼
岸
花
咲
く	

本
田
エ
リ
ナ

母
の
誕
生
日
を
祝
う
作
者
と
家
族
の
優
し
さ
。
三・四
句
高
齢
の
代
わ
り
に
○
○
歳
と
年
齢
を
入
れ
る
と
良
い
。

水
槽
に
馴
れ
た
る
目
高
の
水
に
透
き
朝
の
あ
か
り
に
動
か
ざ
り
け
り	

佐
々
木
和
彦

目
高
を
水
槽
で
飼
う
作
者
。
水
に
透
く
に
目
高
の
小
さ
な
命
と
朝
の
静
け
さ
が
感
じ
ら
れ
る
一
首
。

玉
を
追お

ひ
天て
ん
く
ふ空

に
舞ま

ふ
龍じ
ゃ
お
ど踊

り
は
銅ど

鑼ら

鐘か
ね

鳴な

ら
す
長
崎
く
ん
ち	

秋
𠮷　
嘉
範

	

龍
踊
り
が
生
き
生
き
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
四
句
を
先
に
し
〈
銅
鑼
鐘
を
鳴
ら
し
玉
追
ひ
天
空
を
龍
踊
り
が
舞

ふ
長
崎
く
ん
ち
〉。

夢
に
出
し
「
ま
ん
じ
ょ
う
め
。
た
だ
し
」
は
作
曲
家
だ
と
聞
き
て
嬉
し
や	
山
本　
静
子

	

万
城
目
正
は
ド
ラ
マ
「
水
戸
黄
門
」
な
ど
の
作
曲
家
。
結
句
が
無
い
が
〈「
人
生
楽
あ
り
ゃ
」
と
歌
う
〉
と

付
け
て
は
。

百
の
母
風
呂
は
至
福
や
大
量
の
排
便
あ
り
て
清
し
き
顔
す	

北
野
カ
ズ
ミ

	

百
歳
の
日
常
の
ひ
と
こ
ま
、
母
の
体
調
を
気
に
か
け
る
作
者
。
入
浴
と
排
便
の
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た
の
か
、

そ
こ
を
知
り
た
い
。

見
え
ず
と
も
目
を
凝
ら
し
お
り
遥
拝
所
の
石
蕗
光
る
か
な
た
の
島
を	

吉
﨑
美
沙
子

	

作
者
の
沖
ノ
島
を
一
目
見
た
い
気
持
ち
が
よ
く
分
か
る
。三・四
句
を
入
れ
替
え〈
石つ

蕗わ

ひ
か
る
遥
拝
所
よ
り
〉と
。

木
犀
の
道
を
た
だ
よ
う
雲
の
澪み
お	

早
川　
祥
三

一
冊
の
歌
書
に
さ
そ
は
れ
秋
ひ
と
日
旅
に
い
で
た
し
飛
ぶ
鶴
を
見
に

乳
房
の
記
憶
の
み
も
つ
小
さ
き
手
で
ひ
ら
く
未
来
に
陽
の
ひ
か
り
あ
れ

◆ 

選 

者 

詠

7

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
８
８
回

第
６
５
９
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
平
成
三
十
年
十
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

三
〇
、〇
〇
〇
円

世
田
谷
区	

日
高　
佳
子	

一
〇
、〇
〇
〇
円

加
古
川
市　
礒
野
裕
美
子
・
遥
香

鹿
島
市	

髙
木
美
和
子

渋
谷
区	

重
野　
　
悟

鈴
鹿
市	

山
口　
　
覚	

五
、〇
〇
〇
円

我
孫
子
市	

澁
谷
ゆ
り
子

河
西
郡	

大
谷
留
美
子

春
日
市	

野
村　
光
輝

北
九
州
市	

射
場　
　
宏

北
九
州
市	

土
谷　
ゆ
み

古
賀
市	

地
下　
雄
晃

国
分
寺
市	

山
下　
沙
織

台
東
区	

金
子　
泰
子

茅
ヶ
崎
市	

関
口　
広
隆

豊
島
区	

武
藤　
華
子

阪
南
市	

山
中
富
士
夫

広
島
市	

北
倉　
成
雄

福
岡
市	

小
川　
雅
弘

横
浜
市	

細
田　
優
子	

三
、〇
〇
〇
円

江
戸
川
区	

石
上　
則
雄

北
九
州
市	

梅
田　
正
壽

登
米
市	

菅
原　
　
隆

東
松
山
市	

木
村　
澄
子	

二
、〇
〇
〇
円

あ
き
る
野
市	

稲
川　
信
二

大
阪
市	

中
村　
好
江

鹿
児
島
市	

室
屋　
治
代

北
九
州
市	

古
川　
和
彦

太
宰
府
市	

廣
田　
輝
雄

三
鷹
市	

川
又　
宏
子

横
浜
市	

青
山　
　
栄

横
浜
市	

中
島　
智
雄
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秋
の
風
物
詩
の
一
つ
で
あ
る

七
五
三
詣
。
境
内
で
は
菊
花
が
咲
き
誇
る
中
、
多
く

の
方
に
ご
参
拝
い
た
だ
い
た
▼
健
や
か
な
子
供
の

成
長
を
祈
る
家
族
の
姿
は
心
温
ま
る
も
の
が
あ
る
。

一
方
で
社
会
に
目
を
向
け
る
と
親
が
子
を
殺
め
、
子

が
親
を
殺
め
た
り
と
凄
惨
な
事
件
が
多
い
▼
私
は
、

家
族
の
在
り
方
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
と
思
う
▼
核
家
族
化
が
加
速
し
て
い

る
昨
今
、
過
去
に
あ
っ
た
大
家
族
に
立
ち
返
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
ま
た
少
子
高
齢
化
や
人

口
減
少
に
よ
り
働
き
方
や
家
族
の
在
り
方
が
多
岐

に
わ
た
る
現
代
に
お
い
て
、
大
家
族
と
い
う
概
念

は
非
常
に
大
切
な
も
の
を
示
唆
し
て
く
れ
る
と
思

う
▼
神
社
と
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
で
あ

り
、
時
に
は
家
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
に
も
な
り

う
る
▼
神
社
は
祭
祀
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
場
所
で
あ
る
。	

（
黒
）

編
集
後
記

１	日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、	第二宮第三宮祭
	 宗像護国神社祭　
─────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、	第二宮第三宮祭
─────────────────────
16日	 古式祭	 午前	6	時
	 御座	 午前	6	時30分
	 鎮火祭	 午前10時
─────────────────────
19日	 松尾神社祭	 午前11時
─────────────────────
23日	 天長祭	 午前11時
─────────────────────
31日	 大祓式	 午後	3	時
	 引続き		除夜祭
─────────────────────
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