
卯う
づ
き月　

第
７
１
１
号

世
界
規
模
で
猛
威
を
振

り
ま
く
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
。
報
道
等
で
知
り
え

る
限
り
で
は
、
終
息
へ
の
道
筋
は
未
だ
見
え

て
こ
な
い
。
現
在
、
当
社
で
は
疫
病
鎮
静
を

祈
る
祭
祀
を
毎
朝
行
っ
て
い
る
が
、
疫
病
除

け
な
ど
に
起
因
す
る
祭
り
が
存
在
す
る
▼
夏

冬
の
大
祓
、道
饗
祭
な
ど
日
々
の
穢
れ
、悪
い

物
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
な
ど
、広
義
で
災

い
を
払
い
除
け
る
趣
旨
の
祭
り
が
、
当
社
を

は
じ
め
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

疫
病
除
け
の
イ
メ
ー
ジ
は
薄
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
博
多
の
夏
の
風
物
詩
、
祇
園
山
笠
な

ど
も
疫
病
除
け
の
神
事
と
言
わ
れ
る
▼
何
故
、

神
社
の
祭
り
と
し
て
こ
の
よ
う
な
祭
り
が
行

わ
れ
て
い
る
の
か
。
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
過
程
に
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、

疫
病
等
は
、
地
震
、
雷
、
台
風
な
ど
の
自
然

災
害
と
同
じ
よ
う
に
、抗
う
手
段
の
無
い
存

在
で
あ
り
、昔
か
ら
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
証
で
も
あ
る
▼
古
来
よ
り
日
本
人
は

目
に
見
え
な
い
敵
、恐
怖
に
対
し
て
、神
に
祈

り
を
捧
げ
て
き
た
。
目
に
見
え
な
い
迫
り
く

る
病
、
死
へ
の
恐
怖
な
ど
を
落
ち
着
け
た
の

か
。
先
人
た
ち
は
祭
り
に
何
を
思
い
、
何
を

感
じ
た
の
か
。こ
の
機
会
に
神
社
や
、こ
の
よ

う
な
祭
り
の
持
つ
意
義
を
考
え
て
た
い
。（
鈴
）

新
た
な
御
代
へ

第
五
十
八
回 
若
布
献
上

神
宮
神
宝
よ
り
紐
解
く

神
宝
館
だ
よ
り
・
み
こ
こ
ろ

宗
像
大
社
歌
会
詠
草

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名

3・24５677
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立
皇
嗣
の
礼

秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
四
月

十
九
日「
立り

っ
こ
う
し

皇
嗣
の
礼
」に
臨
ま
れ
る
。

立
皇
嗣
の
礼
は
、午
前
十
一
時 

皇
位
継
承
第
一
位

の
皇こ

う
し嗣
に
つ
か
れ
た
こ
と
を
国
の
内
外
に
示
す

「
立り

っ
こ
う
し

皇
嗣
宣せ

ん
め
い明

の
儀
」、午
後
四
時
半
天
皇
陛
下
に
拝

謁
さ
れ
る「
朝ち

ょ
う
け
ん見
の
儀
」が
そ
れ
ぞ
れ
皇
居
宮
殿
・
松

の
間
で
行
わ
れ
る
。又
、二
十
一
日
に
は
祝
宴
に
あ
た

る「
宮
中
饗き

ょ
う
え
ん宴の
儀
」が
催
さ
れ
、こ
れ
ら
三
つ
の
儀

式
は
国
事
行
為
と
し
て
執
り
行
わ
れ
る
。
当
社
に
お

い
て
も
十
九
日
、
午
後
一
時
よ
り「
立
皇
嗣
の
礼
当

日
祭
」を
斎
行
す
る
。

皇
位
は
、
男
系
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
の
が
我
国

の
伝
統
で
あ
り
、皇
室
典
範
第
一
条
に「
皇
位
は
、皇

統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、こ
れ
を
継
承
す
る
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
男
系
に
よ
る
継
承
と
は
、
父

方
の
血
統
を
遡
れ
ば
必
ず
皇
統
の
祖
で
あ
る
初
代

神
武
天
皇
に
繋
が
る
こ
と
を
意
味
し
、そ
れ
は
今
上

陛
下
ま
で
百
二
十
六
代
に
亘
り
守
ら
れ
て
き
た
。

新
た
な
御
代
へ
９

悠
久
の
時
を
つ
な
ぐ

「立太子宣明の儀」で天皇皇后両陛下の前でお言葉を述べられる皇太子殿下（平成3年2月23日）　時事通信フォト
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新たな御代へ

皇
太
子
と
皇
嗣

皇
嗣
と
は
、皇
位
継
承
第
一
順
位
者
を

意
味
す
る
。
又
、皇
太
子
と
は
、皇
位
継

承
順
位
第
一
位
の
皇
子（
天
皇
の
子
）の

こ
と
を
指
し「
東と

う
ぐ
う宮

」ま
た
は「
春は

る
の
み
や宮

」と

も
称
し
た
。
皇
位
継
承
者
に
対
す
る
称

号
は
時
代
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、皇
太

子
・
皇
嗣
と
も
に「
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
」と
呼

称
し
た
。

明
治
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
皇

室
典
範
で
は
第
十
五
条
に「
儲ち

ょ
し嗣
タ
ル
皇

子
ヲ
皇
太
子
ト
ス
皇
太
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ

ハ
儲
嗣
タ
ル
皇
孫
ヲ
皇
太
孫
ト
ス
」と
あ

り
、現
行
の
皇
室
典
範
第
八
条
で
も「
皇

嗣
た
る
皇
子
を
皇
太
子
と
い
う
。
皇
太

子
の
な
い
と
き
は
、皇
嗣
た
る
皇
孫
を
皇

太
孫
と
い
う
」と
あ
る
。
又
、
第
二
条
に

定
め
ら
れ
た
皇
位
継
承
順
位
は
、

【
一
、皇
長
子　
二
、皇
長
孫　
三
、そ
の

他
の
皇
長
子
の
子
孫　
四
、皇
次
子
及
び

そ
の
子
孫　

五
、
そ
の
他
の
皇
子
孫　

六
、皇
兄
弟
及
び
そ
の
子
孫　
七
、皇
伯

叔
父
及
び
そ
の
子
孫
】と
規
定
さ
れ
て
い

る
。平

成
二
十
九
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た

「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特

例
法
」に
基
づ
き
、平
成
三
十
一
年
四
月

三
十
日
に
先
帝
陛
下
が
譲
位
さ
れ
、令
和

元
年
五
月
一
日
に
今
上
陛
下
が
即
位
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、秋
篠
宮
文
仁
親
王
殿

下
が
皇
位
継
承
第
一
位
と
な
ら
れ
た
が
、

今
上
陛
下
の
弟
君
で
あ
る
為
、皇••

•太子
で

は
な
く
皇••嗣
の
称
号
が
用
い
ら
れ
た
。

皇
嗣
・
皇
太
子
の
身
位
に
つ
い
た
こ
と

を
広
く
内
外
に
宣
言
、公
示
す
る
儀
式
が

「
立
皇
嗣（
立
太
子
）の
礼
」で
あ
る
。
こ

の
礼
に
あ
た
っ
て
は
、東
宮
御
相
伝
の
護

剣「
壺つ

ぼ
き
り
の
ぎ
ょ
け
ん

切
御
剣
」が
天
皇
陛
下
か
ら
授
受

さ
れ
、身
位
の
印し

る
しと

な
っ
て
い
る
。

昨
今
、
皇
統
存
続
に
つ
い
て
は
様
々
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、皇
位
継
承
者
は
皇
嗣
殿
下
以
外

に
は
、継
承
順
位
第
二
位
の
悠
仁
親
王
殿
下
、第
三

位
の
常
陸
宮
正
仁
親
王
殿
下
の
お
二
方
の
み
で
あ
り

皇
統
の
存
続
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
長
い
天
皇
の
歴

史
の
中
で
幾
多
の
皇
統
継
承
の
危
機
が
存
在
し
た
が
、

先
人
達
は
あ
ら
ゆ
る
知
恵
を
絞
り
出
し
乗
り
越
え
て

き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、安
定
し
た
皇
位
継
承
の
為

に
、
私
達
に
何
が
で
き
る
の
か
模
索
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

立
皇
嗣
の
礼
関
係
行
事
は
左
記
の
通
り
。

四
月
十
五
日

神
宮
神
武
天
皇
山
陵
昭
和
天
皇
山
陵
に

勅
使
発
遣
の
儀

宮
　
殿

四
月
十
九
日

神
宮
に
奉
幣
の
儀

神
　
宮

四
月
十
九
日

賢
所
皇
霊
殿
神
殿
に
親
告
の
儀

宮
中
三
殿

四
月
十
九
日

神
武
天
皇
山
陵
に
奉
幣
の
儀

神
武
天
皇
山
陵

四
月
十
九
日

昭
和
天
皇
山
陵
に
奉
幣
の
儀

昭
和
天
皇
山
陵

四
月
十
九
日

立
皇
嗣
宣
明
の
儀

宮
　
殿

四
月
十
九
日

皇
嗣
に
壺
切
御
剣
親
授

宮
　
殿

四
月
十
九
日

賢
所
皇
霊
殿
神
殿
に
謁
す
る
の
儀

宮
中
三
殿

四
月
十
九
日

朝
見
の
儀

宮
　
殿

四
月
十
九
日

一
般
参
賀

皇
居
等

四
月
二
十
一
日
宮
中
饗
宴
の
儀

宮
　
殿

四
月
二
十
三
日
神
宮
御
参
拝

神
　
宮

四
月
二
十
七
日
神
武
天
皇
山
陵
御
参
拝

神
武
天
皇
山
陵

五
月
　
八
日

昭
和
天
皇
山
陵
御
参
拝

昭
和
天
皇
山
陵

※
当
初
の
予
定
は
表
の
通
り
で
あ
る
が
一
部
変
更
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
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第５８回　若布献上

第
58
回 

若
布
献
上 

玄
界
灘
の
天
然
若
布
を
皇
室
へ
献
上

皇
室
に
献
上
す
る
若
布
は
宗
像
市
地
島
で
採
取
さ

れ
る
。
特
に
献
上
用
は
ワ
カ
メ
漁
の
解
禁
前
に
新
芽

の
部
分
を
刈
り
取
り
奉
製
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
伝

統
的
な
技
法
を
用
い
て
特
別
に
奉
製
さ
れ
た
乾
燥
若

布
が
神
社
に
納
め
ら
れ
、
献
上
へ
向
け
て
準
備
が
進

め
ら
れ
る
。

皇
室
へ
の
献
上
は
昭
和
三
十
八
年
に
始
ま
り
、本

年
で
五
十
八
回
目
。
令
和
最
初
と
な
る「
若
布
献
上

の
儀
」は
四
月
十
三
日
・
十
四
日
の
日
程
で
皇
室
へ
献

上
申
し
上
げ
る
。

地
島
の
ワ
カ
メ

ワ
カ
メ
漁
は
毎
年
、三
月
～
五
月
頃
ま
で
行
わ
れ
、

今
年
は
三
月
一
日
に
解
禁
と
な
っ
た
。
玄
界
灘
と
響

灘
の
潮
が
ぶ
つ
か
り
合
う
地
島
の
海
は
肉
厚
で
良
好

な
ワ
カ
メ
が
育
つ
。
波
や
、風
が
強
い
日
に
は
漁
が
で

き
ず
凪
の
日
を
待
っ
て
漁
を
行
う
。
刈
り
取
ら
れ
た

若
布
は
選
別
、湯
通
し
、茎
取
り
、塩
蔵
な
ど
の
工

程
を
経
て
、塩
ワ
カ
メ
と
な
る
。

地
島
の
ワ
カ
メ
は「
地
島
天
然
わ
か
め
」と
し
て
ブ

ラ
ン
ド
化
に
取
り
組
ん
で
お
り
、漁
解
禁
後
二
週
間

以
内
に
採
れ
た「
初
採
れ
わ
か
め
」を
厳
選
し
販
売

し
て
い
る
。
宗
像
市
内
の
宗
像
観
光
お
み
や
げ
館
、

街
道
の
駅
赤
間
館
に
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。

○
宗
像
観
光
お
み
や
げ
館

　
宗
像
市
江
口
一
一
七
二 

〇
九
四
〇
‐
六
二‐二
七
一
五

○
街
道
の
駅
赤
間
館

　
宗
像
市
赤
間
四
‐一‐八 

〇
九
四
〇
‐
三
五
‐
四
一
二
八
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5

神宮神宝より紐解く

木
工漆し

っ
こ
う
ひ
ん

工
品
等
の
造
形
の
骨
格
で
あ
る「
木き

じ
こ
し
ら
え

地
拵
」は

良
質
の
素
材
と
、そ
れ
ら
を
高
度
な
技
術
力
で
切
組

工
作
す
る
熟
練
の
木き

じ

し

地
師
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
装
束
神
宝
の
漆
工
木
地
は
木も

っ
こ
う
ひ
ん

工
品
と
し
て
形

状
の
歪
み
や
狂
い
が
将
来
に
お
い
て
も
生
じ
な
い
素

材
を
必
要
と
し
、そ
の
為
一
般
に
建
築
材
と
さ
れ
る

檜
よ
り
数
等
級
上
質
の
同
材
を
使
用
し
ま
す
。
そ
の

最
上
質
天
然
檜
の
中
で
就な

か
ん
ず
く中
、糸い

と
ま
さ
ざ
い

柾
材
を
厳
選
し
て

使
用
す
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
素
材
の
調
達
に
つ
い

て
は
長
野
県
木
曽
の
産
地
現
場
に
赴
き
、上
質
の
天

然
檜
を
実
際
に
こ
の
目
で
適
材
を
選
定
し
入
手
致
し

ま
す
。
当
時
、こ
の
数
年
前
か
ら
産
地
現
場
で
は
公

的
な
生
産
調
整
の
動
き
も
あ
り
、年
を
追
う
毎
の
生

産
量
の
縮
小
傾
向
で
檜
材
市
場
へ
の
供
給
も
一
時
よ

り
極
度
に
減
少
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
様
な
状
況
の

も
と
で
の
当
方
が
目
指
す
高
等
級
上
質
材
の
調
達
は

容
易
で
は
な
く
、生
産
者
側
か
ら
の
同
質
材
供
給
へ

の
抑
制
的
な
傾
向
も
相
ま
っ
て
当
方
へ
の
提
示
は
、当

初
要
求
し
た
仕
様
基
準
か
ら
大
幅
に
下
回
る
等
級
材

で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
先
方
へ
の
御
料
の
用
途
、

仕
様
基
準
に
つ
い
て
の
重
ね
て
の
説
明
の
結
果
、
調

達
に
お
け
る
検
査
を
追
う
毎
に
生
産
者
側
の
理
解
も

深
ま
り
、や
が
て
先
方
の
尽
力
も
得
て
装
束
神
宝
に

相
応
し
い
最
上
質
檜
材
の
提
示
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
検
査
の
様
子
は
今
シ
リ
ー
ズ
⑦
号
の
口
絵
で

も
掲
載
し
ま
し
た
が
、こ
の
様
に
選
定
し
入
手
し
た

檜
材
は
神
宝
装
束
部
に
納
入
さ
れ
た
後
も
、約
三
年

間
神
宮
内
の
収
蔵
施
設
内
で
丁
重
な
保
存
乾
燥
期

間
を
お
き
、そ
し
て
充
分
な
養
生
を
経
て
順
次
各
調

製
者
に
交
付
致
し
ま
し
た
。
交
付
を
受
け
た
各
調
製

者
は
御
料
の
担
当
に
応
じ
て
大
小
様
々
な
寸
法
の
部

材
を
長
期
に
亘
り
堅
牢
な
形
態
と
成
す
べ
く
、細
部

の
切
組
に
意
を
注
ぎ
図
面
仕
様
書
に
則
し
た
形
状
に

調
製
し
ま
す
。
漆
工
品
の
木
地
と
な
る
場
合
は
最
終

的
に
は
そ
の
上
に
何
層
も
の
漆
が
塗
り
重
ね
ら
れ
、

表
面
上
は
細
部
の
切
組
は
漆
で
覆
わ
れ
て
外
観
か
ら

目
視
出
来
ま
せ
ん
が
、覆
わ
れ
た
内
部
に
施
さ
れ
た

丹
念
な
木
地
拵
は
御
料
全
体
の
存
在
感
を
高
め
、力

強
い
形
状
と
な
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
装
束
神
宝
の
木
工
品
の
中
で
今
一
つ
そ
の

枢
要
な
技
術
に
楊や

な
ぎ
ば
こ筥
の
調
製
を
挙
げ
る
事
が
出
来
ま

す
。
楊
筥
は「
襪

し
と
う
ず」、「

髻も
と
ゆ
い結

」、「
履く

つ

」な
ど
を
そ
の

中
に
納
め
る
附
属
の
筥
で
す
が
、素
材
に
は
北
海
道

産
の
白し

ろ
や
な
ぎ楊

材
を
用
い
ま
す
。
精
緻
な
三
角
形
の
稜
線

が
筥
の
甲こ

う
い
た板（
上
面
）と
側が

わ
い
た板（
側
面
）に
整
然
と
削

り
出
さ
れ
て
、筥
の
外
観
に
独
特
の
緊
張
感
を
生
み

出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
三
角
の
稜
線
は
、特
殊
で
高

度
な
指
物
技
術
を
要
求
し
、そ
の
技
を
以
て
上
質
の

仕
上
が
り
を
見
た
時
、清
楚
で
気
品
に
満
ち
た
神
の

御
料
と
な
り
ま
す
。

18

元
神
宮
式
年
造
営
庁
技
師
　
釆
野
　
武
朗

神
宮
神
宝
よ
り

紐
解
く

錦
にしきのおんしとうず
御 襪 が納められる御楊筥（皇大神宮御料）

神宮司庁提供
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鏡 

― 

鳥ち
ょ
う 

文も
ん 
縁ぶ

ち 
方ほ

う 
格か

く 

規き 

矩く 

鏡き
ょ
う 

―

方
格
規
矩
鏡
と
は
、中
央
の
半
球
状
の
突
起（
鈕ち

ゅ
う
）

を
囲
む
正
方
形（
方
格
）と
、そ
の
周
り
の
Ｔ
・
Ｌ
・

Ｖ
字
形（
規
矩
）を
特
徴
と
す
る
鏡
。
規
矩
文
の
う

ち
、Ｌ
字
は
か
ね
ざ
し（
規き

）、Ｖ
字
は
コ
ン
パ
ス（
矩く

）

を
表
し
て
い
る
。
中
国
の
後
漢
時
代（
二
五
～
二
二
〇

年
）に
流
行
し
、日
本
列
島
へ
も
多
数
流
入
し
た
。

本
品
は
後
漢
時
代
の
鏡
を
模
し
た
仿ぼ

う
せ
い製
鏡き

ょ
う（
国
産

鏡
）で
四
～
五
世
紀
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
内な

い

区く（
鈕

の
周
り
の
主
体
文
様
部
分
）の
隙
間
を
う
め
る
文
様

は
、
後
漢
鏡
に
み
え
る
四
神
を
は
じ
め
と
し
た
禽き

ん

獣じ
ゅ
う

文も
ん

で
は
な
く
、渦
で
表
現
し
た
虎
や
鳥
の
文
様
で
、

方
格
内
と
外が

い

区く（
縁
沿
い
の
部
分
）に
も
渦
化
し
た

鳥
の
文
様
が
あ
り
、内
区
の
外
周
に
は
断
面
が
蒲か

ま
ぼ
こ鉾

形
の
有ゆ

う
せ
つ節
文も

ん

と
櫛く

し

歯ば

文も
ん

、さ
ら
に
鋸き

ょ

歯し

文も
ん

が
め
ぐ
る
。

本
鏡
に
表
現
さ
れ
た
虎
や
鳥
の
渦
文
は
原
形
を
と
ど

め
て
い
な
い
が
、か
え
っ
て
躍
動
的
な
印
象
と
な
っ
て

お
り
、趣
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

沖
ノ
島
出
土
鏡
を
代
表
す
る
鏡
の
ひ
と
つ
で
あ
る

本
品
の
径
は
二
七・一㎝
、沖
ノ
島
出
土
鏡
の
中
で
最

大
の
鏡
で
、極
め
て
鋳
上
が
り
が
良
い
。
古
墳
時
代

前
期
の
仿
製
鏡
に
お
い
て
も
最
上
級
の
品
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
当
時
、こ
の
よ
う
な
優
れ
た
大
形
の

方
格
規
矩
鏡
の
出
土
は
奈
良
盆
地
の
大
型
前
方
後

円
墳
な
ど
に
限
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
以
外
の
地
域
で

は
実
に
珍
し
い
。
類
似
品
に
、奈
良
県
新し

ん
や
ま山
古
墳
出

土
鏡
、同
県
新に

い
ざ
わ沢

五
〇
〇
号
墳
出
土
鏡
が
あ
る
。	

	

（
福
）

神
宝
館
だ
よ
り
36

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

四
月
に
は
入
学
式
や
お
花

見
な
ど
の
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、祝
日
の
一
つ
で

あ
る「
昭
和
の
日
」が
あ
り
ま
す
▼
四
月
二
十
九

日
は
昭
和
天
皇
の
御
誕
生
日
で
あ
り
、昭
和
の
日

は
激
動
の
日
々
を
経
て
復
興
を
遂
げ
た
昭
和
の
時

代
を
顧
み
国
の
将
来
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
を
趣

旨
と
し
て
い
ま
す
▼
昭
和
は
六
十
二
年
間
続
き
日

本
の
今
ま
で
の
元
号
の
中
で
最
も
長
く
続
い
た
時

代
で
す
。
こ
の
間
に
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
る
な

ど
日
本
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
時
期
だ
っ
た
よ

う
に
思
え
ま
す
▼
元
号
が
令
和
に
変
わ
り
一
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
元
号
が
そ
の
ま
ま
名

称
に
な
っ
て
い
る
祝
日
は
昭
和
の
日
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
二
十
九
日
に
は
時
代
を
振
り
返
り
な
が
ら

こ
れ
か
ら
の
日
本
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
設
け

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。	

（
鮎
）

国
宝
　
鳥
文
縁
方
格
規
矩
鏡（
17
号
遺
跡
出
土
）



冬
空
の
藍
は
透
明
限
り
な
く
孫
ら
最
後
の
セ
ン
タ
ー
試
験	

早
川
　
祥
三

お
孫
さ
ん
が
最
後
の
セ
ン
タ
ー
試
験
を
受
け
る
作
者
。
二
句
切
れ
に
し
三
句
以
下
〈
わ
が
孫
が
最
後
の

セ
ン
タ
ー
試
験
受
け
る
日
〉
と
、
上
下
の
句
を
関
連
付
け
て
は
。

し
ぐ
れ
去
り
ま
た
し
ぐ
れ
き
て
直
土
の
か
わ
く
ひ
ま
な
き
ひ
と
日
な
り
け
り	

佐
々
木
和
彦

〈
し
ぐ
れ
〉
の
繰
り
返
し
と
そ
れ
を
受
け
る
下
の
句
の
「
ひ
」「
り
」
が
柔
ら
か
く
、
全
体
に
言
葉
の
響

き
が
美
し
い
。

み
の
虫
が
白
壁
に
添
ふ
て
巣
つ
く
り
満
開
の
梅
乱
れ
て
咲
き
ぬ	

秋
𠮷
　
嘉
範

季
節
の
変
わ
り
目
を
冬
の
蓑
虫
と
春
の
梅
の
花
で
表
現
し
た
意
欲
的
な
歌
。
二
、三
句
を
〈
付
く
白
壁

を
背
景
に
〉
と
。

時
が
き
て「
医
師
、井
戸
を
掘
る
」と
い
う
民う
た謡

が
生
ま
れ
な
い
か
な
あ
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン	

山
﨑
　
公
俊

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
井
戸
を
掘
り
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
中
村
哲
氏
へ
の
挽

歌
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
詠
み
ぶ
り
に
希
望
を
感
じ
る
。

地
下
鉄
の
車
椅
子
用
の
ス
ペ
ー
ス
は
通
勤
姿
の
人
ら
で
満
て
り	

萩
原
　
　
勉

通
勤
時
間
帯
の
地
下
鉄
か
。
車
い
す
用
の
ス
ペ
ー
ス
も
使
う
人
が
無
け
れ
ば
立
つ
人
で
埋
ま
る
、
殺
伐

と
し
た
空
気
を
感
じ
た
作
者
だ
ろ
う
。

ち
び
ト
カ
ゲ
足
元
横
切
り
物
陰
へ
裏
の
庭
に
も
春
あ
ふ
れ
出
す	

本
田
エ
リ
ナ

冬
眠
か
ら
覚
め
庭
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
小
さ
な
ト
カ
ゲ
に
春
を
感
じ
た
作
者
。
結
句
の
〈
春
あ
ふ
れ
出

す
〉
が
魅
力
的
。

思
い
出
し
笑
い
の
よ
う
な
暖
か
さ
水
辺
の
鴉
は
水
は
ね
散
ら
す	

吉
﨑
美
沙
子

春
の
初
め
の
三
寒
四
温
の
日
々
、
ひ
ど
く
寒
い
日
の
後
の
暖
か
い
一
日
だ
ろ
う
。〈
思
い
出
し
笑
い
の

よ
う
な
〉
の
喩
が
効
い
て
い
る
。

立
春
や
朝
日
の
渡
る
中
津
宮	

早
川
　
祥
三

夕
つ
日
に
透
け
る
楓
と
梅
の
葉
の
い
た
く
う
つ
く
し
さ
く
ら
散
る
こ
ろ

苺
食
む
を
さ
な
を
あ
て
な
る
も
の
と
せ
し
清
少
納
言
に
子
な
き
を
か
な
し
む

◆ 

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
７
０
４
回

第
６
７
５
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
二
年
二
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

三
〇
、〇
〇
〇
円

知
多
郡	

伊
藤
　
覚
海

広
島
市	

及
川
　
　
敬	

一
〇
、〇
〇
〇
円

大
田
区	

冨
沢
　
宏
次

北
九
州
市	

吉
本
　
幸
一

中
野
区	

山
口
　
昭
久

阪
南
市	

山
中
富
士
夫	

五
、〇
〇
〇
円

朝
倉
市	

矢
野
　
宙
之

江
戸
川
区	

豊
島
　
秀
一

鎌
倉
市	

松
田
　
真
一

神
戸
市
　
　
　	lian	

山
崎	

裕
香

札
幌
市	

久
下
　
陽
子

豊
島
区	

森
田
　
　
靖

那
覇
市	

宮
平
　
保
幸

宗
像
市	

恒
松
　
幸
子

横
浜
市	

中
川
　
匡
道

横
浜
市	

田
村
　
リ
サ

横
浜
市	

森
　
恵
美
子	

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

富
山
市	

舟
橋
　
瑞
郎

福
岡
市	

大
石
　
希
美	

二
、〇
〇
〇
円

赤
磐
市	

小
坂
　
篤
司

北
葛
城
郡	

谷
本
　
憲
治

佐
賀
市	

香
月
　
慶
子

世
田
谷
区	

佐
々
木
笑
美
子

高
松
市	

丸
尾
　
一
幸

福
岡
市	

大
久
保
柾
幸

福
岡
市	

松
川
祐
喜
子



卯 う
づ
き
月
　
第
711号

2020年
4月
1日
発
行（
月
刊
）／
宗
像
大
社
　
〒
811─

3505　
福
岡
県
宗
像
市
田
島
2331　

電
話（
0940）62─

1311（
代
）　
http://w

w
w
.m
unakata-taisha.or.jp/

「
乱
横
断
」
と
い
う
言
葉
を
御
存
知

だ
ろ
う
か
▼
信
号
無
視
や
横
断
歩
道
の
無
い
場
所
を
歩

行
者
が
渡
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
▼
昨
年
十
一
月
、
北

九
州
市
で
高
齢
の
男
性
と
バ
イ
ク
が
衝
突
す
る
事
故
が

起
き
た
。
信
号
無
視
を
し
て
横
断
歩
道
付
近
の
道
路
を

渡
っ
た
際
に
、
信
号
に
従
い
走
行
し
て
い
た
バ
イ
ク
と
接

触
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歩
行
者
の
男
性
は
重
過
失

傷
害
容
疑
で
、
バ
イ
ク
の
運
転
手
は
自
動
車
運
転
処
罰

法
違
反
（
過
失
傷
害
）
容
疑
で
書
類
送
検
さ
れ
た
▼
歩

行
中
に
法
令
違
反
を
し
て
も
、
車
の
よ
う
な
減
点
は
な

い
が
、「
交
通
弱
者
」
と
呼
ば
れ
る
歩
行
者
側
に
も
大
き

な
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
で
、
安
全
な
交
通
社
会
に
な
る
の
で
あ
る
▼
そ
し
て
、

私
た
ち
は
交
通
ル
ー
ル
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
▼
四
月
は
新
し
い
生
活
の
始
ま

り
の
月
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
の
行
き
通
い
が
安
全
で

あ
る
こ
と
は
当
社
の
願
い
で
も
あ
る
。	

（
黒
）

編
集
後
記

４月 まつりごよみ
───────────────────────────
１日	 春季大祭	 午前11時
────────────────────
２日	 高宮祭、第二宮第三宮祭
	 宗像護国神社春季大祭	 午前10時
	 春季総社祭	 午前11時
────────────────────
７日	 沖津宮春季大祭	 午前	9	時
	 於＝沖津宮遙拝所
	 中津宮春季大祭	 午前11時
	 於＝中津宮
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き	高宮祭、第二宮第三宮祭
────────────────────
19日	 立皇嗣の礼当日祭	 午後	1	時
────────────────────
29日	 昭和祭	 午前11時
────────────────────
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