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と

名
付
け
ら
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。

全
世
界
で
猛
威
を
振
る
い
、
世
界
中
で

一
九
〇
万
人
以
上
も
の
人
が
発
病
し
未

だ
増
え
続
け
て
い
る
。
四
月
七
日
の
緊

急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、当
社
で
は
神

宝
館
の
休
館
、こ
ま
め
な
換
気
と
消
毒
、

除
菌
ス
プ
レ
ー
の
設
置
な
ど
の
対
策
を

行
い
、毎
朝
の
日
供
祭
に
併
せ
て
疫
病
鎮

静
祈
願
祭
を
斎
行
し
て
い
る
▼
こ
の
緊
急

事
態
に
、
大
な
り
小
な
り
人
間
社
会
は

右
往
左
往
し
て
い
る
。
し
か
し
自
然
界

に
目
を
向
け
る
と
、桜
が
咲
き
、四
月
の

中
頃
に
は
葉
桜
に
な
っ
て
い
る
。
ツ
ツ
ジ

は
蕾
が
膨
ら
み
、花
が
咲
き
誇
る
準
備
が

始
ま
っ
て
い
る
。
人
の
営
み
に
関
係
な
く

季
節
は
い
つ
も
通
り
巡
っ
て
い
る
▼
神
道

は
古
来
よ
り
自
然
を
畏
怖
し
祈
り
を
捧

げ
て
き
た
。
疫
病
も
恐
ろ
し
い
自
然
の
一

つ
で
あ
り
、各
地
に
疫
病
鎮
静
の
祈
り
が

込
め
ら
れ
た
祭
典
、神
事
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
神
職
と
し
て
日
々
の
祈
り
を
大
切
に

し
て
一
日
で
も
早
く
事
態
が
終
息
し
、日

常
が
戻
る
様
に
祈
念
し
た
い
。	

（
日
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

若
布
献
上

宗
像
大
社
春
季
大
祭

沖
ノ
島
祭
祀

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
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疫
病
と
日
本
人 
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世
界
で
猛
威
を
奮
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。
そ

も
そ
も
神
社
で
は
疫
病
に
関
す
る
祭
り
が
沢
山
存
在

す
る
。
地
元
福
岡
で
は
櫛
田
神
社
の
博
多
祇
園
山
笠

が
有
名
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
祭
り
を
現
在
ま
で

引
き
継
い
で
い
る
の
は
、
先
人
た
ち
が
決
し
て
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
記
憶
の
伝
承
で
も
あ
る
。

疫
病
の
祭
り
を
子
細
に
見
て
い
く
と
、日
本
人
は

疫
病
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、疫
病
を
鎮
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、自
然
と
の
関
わ
り
を
は
じ
め
、何
故
こ

う
な
っ
た
の
か
を
自
問
自
答
す
る
な
ど
、極
め
て
謙

虚
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

疫
病
に
は
今
も
昔
も
社
会
の
混
乱
、特
に
治
安
の

乱
れ
は
細
心
の
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
行
き
の

見
え
な
い
不
安
感
が
続
く
と
、誰
し
も
心
身
と
も
に

疲
れ
果
て
て
冷
静
さ
を
欠
く
、日
本
人
は
世
界
の
中

で
も
比
較
的
、
社
会
性
の
高
い
民
族
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
乱
れ
る
時
は
、乱
れ
て
し
ま
う
。

近
年
、
高
度
成
長
期
に
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が

な
く
な
る
と
い
う
噂
が
流
れ
、人
々
が
店
に
殺
到
し

て
奪
い
合
う
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
原
因
は

疫
病
で
は
な
い
が
、
個
々
の
心
配
が
高
ま
っ
て
社
会

全
体
が
不
安
に
な
り
、日
本
全
体
が
パ
ニ
ッ
ク
状
態

に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
も
コ
ロ
ナ
を
巡
っ
て
、
海

外
で
は
殴
り
合
い
の
よ
う
な
報
道
が
複
数
な
さ
れ
て

い
て
、人
間
の
弱
い
面
が
露
呈
し
て
い
る
。

ど
ん
な
時
で
あ
っ
て
も
平
常
心
を
保
つ
こ
と
は
難

し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
疫
病
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、日
本
人
は
様
々
な
祈
り
を
捧
げ
、
自
ら

自
問
自
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、心
の
安
定
を
保
ち

続
け
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
に
打
ち
勝
つ
や
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
争
な
ど
、

巷
で
は
過
激
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、コ
ロ
ナ
を

対
立
軸
に
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
、決
し
て
日
本
的

な
も
の
で
は
な
い
。
特
効
薬
や
ワ
ク
チ
ン
の
技
術
も

待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、現
実
を
受
け
入
れ

る
た
め
に
も
、過
去
の
先
人
た
ち
の
疫
病
に
対
す
る

謙
虚
な
姿
勢
に
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宗
像
で
は
隣
国
の
経
済
活
動
が
停
止
し
、空
も
海

も
美
し
く
輝
き
、本
土
か
ら
神
の
島「
沖
ノ
島
」が
見

え
る
日
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
新
緑
の
木
々
も
い
つ
も

よ
り
青
々
と
し
て
い
て
、
野
鳥
が
飛
び
交
い
自
然
が

生
き
生
き
し
て
い
る
。
時
間
に
追
わ
れ
る
日
々
が
続

き
、
都
会
の
人
々
は
自
然
を
じ
っ
く
り
見
る
こ
と
も

な
か
っ
た
と
思
う
が
、公
開
さ
れ
た
衛
星
写
真
か
ら

も
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
国
々
の
自
然
の
表
情
が
今

ま
で
と
違
う
こ
と
だ
ろ
う
。

私
た
ち
は
、経
済
と
い
う
名
の
も
と
に
大
量
生
産

大
量
消
費
を
繰
り
返
し
、経
済
の
豊
か
さ
が
人
の
豊

か
さ
と
し
て
き
た
が
、今
回
の
コ
ロ
ナ
に
よ
り
改
め
て

モ
ノ
の
豊
か
さ
、心
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
、大
き
な
反

省
を
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
ら
ゆ
る
自
然

に
は
神
々
が
宿
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、コ
ロ
ナ

と
自
然
を
考
え
る
こ
と
も
一
考
で
は
な
い
か
。

コ
ロ
ナ
の
前
線
に
立
た
れ
て
い
る
医
師
や
看
護
師
、

医
療
関
係
者
に
は
最
大
の
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、

私
た
ち
自
身
も
何
故
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
自

問
自
答
し
、そ
れ
ぞ
れ
が
本
当
に
豊
か
な
社
会
の
姿

を
考
え
る
べ
き
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

科
学
や
技
術
が
い
く
ら
進
歩
し
て
も
人
々
の
心
理

は
、今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
非
常
時

に
お
け
る
心
理
は
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。

心
の
安
定
を
保
つ
た
め
に
も
、
疫
病
と
日
本
人
に
つ

い
て
、あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
し
て
は
如
何
か
。

新型コロナウイルス



第
五
十
八
回  

若
布
献
上

初
め
て
の
配
送
に
よ
る
献
上

3

四
月
七
日
、「
緊
急
事
態
宣
言
」の
発
出
に
伴
い
、

宮
内
庁
と
の
協
議
の
結
果
、配
送
に
よ
る
若
布
の
献

上
と
な
っ
た
。

四
月
十
一
日
午
前
九
時
、辺
津
宮
本
殿
に
て
若
布

献
上
奉
告
祭
を
斎
行
。
葦
津
宮
司
、宗
像
大
社
海
洋

神
事
奉
賛
会
会
長
・
中
村
忠
彦
氏
、宗
像
漁
協
副
組

合
長
・
宮
本
昭
則
氏
、
神
社
総
代
・
島
田
隆
士
氏
、

福
岡
運
輸
営
業
本
部
長
・
浦
田
昭
蔵
氏
ら
が
参
列

し
、配
送
に
よ
る
献
上
が
無
事
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

祈
念
し
た
。
祭
典
後
、献
上
若
布
は
後
述
の
ご
縁
を

も
っ
て
配
送
奉
仕
を
快
諾
し
て
頂
い
た
同
社
の
ト
ラ
ッ

ク
に
積
み
込
ま
れ
出
発
し
た
。

二
日
後
の
十
三
日
午
前
十
時
ト
ラ
ッ
ク
は
乾
門
よ

り
参
内
し
、献
上
申
し
上
げ
た
。

昭
和
三
十
八
年
か
ら
始
ま
る「
若
布
献
上
」で
あ

る
が
、
神
職
に
よ
る
持
参
が
で
き
ず
に
配
送
に
よ
る

献
上
は
初
め
て
で
あ
る
。
過
去
、夜
行
列
車
や
飛
行

機
を
利
用
し
て
上
京
し
て
い
た
が
、若
布
が
湿
気
に

弱
い
こ
と
も
あ
り
、今
回
は
冷
凍
輸
送
車
を
使
用
し

て
の
配
送
と
な
っ
た
。

若
布
献
上
の
日
程
は
、四
月
に
献
上
す
る
こ
と
が

定
例
で
あ
る
が
、二
月
下
旬
や
三
月
の
中
旬
か
ら
下

旬
に
献
上
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
毎
年
の
よ
う
に
、

海
水
温
度
が
上
昇
し
、寒
期
に
成
長
す
る
若
布
に
と
っ

て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

海
の
環
境
は
日
々
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
私
た
ち

の
生
活
だ
け
で
な
く
、神
事
に
も
様
々
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。

福
岡
運
輸

創
業
者
で
あ
る
富
永
シ
ヅ
氏
は
、当
時
日
本
に
お

い
て
前
例
の
な
か
っ
た
冷
凍
車
の
開
発
に
成
功
し
、

物
流
業
界
の
常
識
を
一
転
さ
せ
た
。

ま
た
、そ
の
長
男
で
あ
る
富
永
義
昭
氏
は
東
京
大

学
大
学
院
時
代
、宮
内
庁
侍
従
職
の
御
用
掛
と
し
て

勤
め
て
い
た
冨
山
一
郎
氏
に
師
事
し
、同
氏
と
と
も

に
昭
和
天
皇
の
ご
研
究
の
お
相
手
を
務
め
ら
れ
、皇

太
子
時
代
の
上
皇
陛
下
の
ハ
ゼ
科
魚
類
の
御
研
究
助

言
者
、相
談
相
手
で
も
あ
っ
た
。

第58回　若布献上



宗像大社春季大祭

主基地方風俗舞（4月1日奉奏）

中津宮春季大祭

浦安舞を奉仕した玄海中学生

桜が満開の中津宮

沖
津
宮
中
津
宮
春
季
大
祭
　

四
月
七
日（
火
）

沖
津
宮
中
津
宮
春
季
大
祭
は
毎
年
、

旧
暦
の
三
月
十
五
日
に
斎
行
し
て
い

る
。
今
年
も
境
内
の
桜
が
満
開
と
な
っ

た
。
春
爛
漫
の
気
候
の
中
、島
内
の
厳

島
神
社
、
御
嶽
神
社
、
沖
津
宮
遙
拝

所
に
そ
れ
ぞ
れ
神
職
が
赴
き
祭
典
奉

仕
の
後
、中
津
宮
に
て
大
島
の
氏
子
参

列
の
も
と
、
氏
子
を
代
表
し
て
福
崎

三
男
氏
が
奉
幣
使
を
つ
と
め
、巫
女
に

よ
る
浦
安
舞
が
奉
奏
さ
れ
春
季
大
祭

を
執
り
修
め
た
。

玄
界
灘
の
沖
合
に
位
置
す
る
沖
ノ

島
は
、定
め
ら
れ
た
日
に
渡
島
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
沖
津

宮
の
春
秋
の
大
祭
は
沖
津
宮
遙
拝
所

に
て
斎
行
さ
れ
て
い
る
。

辺
津
宮
春
季
大
祭
　

四
月
一
日（
水
）　
二
日（
木
）

辺
津
宮
春
季
大
祭
は
、
花
冷
え
の

雨
が
降
る
な
か
、
主
基
地
方
風
俗
舞

が
奉
奏
さ
れ
、秋
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る

大
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
為
、参
列
者
席
の
拡
幅
、直
会
の

中
止
な
ど
の
対
策
を
講
じ
た
。

翌
二
日
は
、高
宮
祭
、第
二
宮
・
第

三
宮
に
て
春
季
大
祭
を
斎
行
。
同
時

刻
、
福
岡
縣
護
国
神
社
宮
司
田
村
豊

彦
氏
を
は
じ
め
宗
像
市
・
福
津
市
の
遺

族
関
係
者
参
列
の
な
か
宗
像
護
国
神

社
に
て
春
季
大
祭
を
斎
行
。

そ
の
後
、
辺
津
宮
春
季
総
社
祭
を

斎
行
。
玄
海
中
学
校
女
子
生
徒
に
よ

る
浦
安
舞
が
奉
納
さ
れ
た
。

宗
像
大
社
春
季
大
祭

4



5

沖ノ島祭祀

令
和
二
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
蔓
延
に
よ
り
人
類
は
大
き
な
危
機

を
迎
え
、
社
会
生
活
は
根
底
か
ら
変

化
し
た
。
し
か
し
、そ
れ
は
今
回
が
初

め
て
で
は
な
い
。
人
類
は
過
去
の
歴
史

の
中
で
、度
々
、疫
病
の
蔓
延
を
経
験

し
、多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
き
た
。

こ
れ
は
古
代
の
日
本
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
天
平
七
年（
七
三
五
）に
九

州
の
大
宰
府
管
内
か
ら
広
ま
っ
た
疱
瘡

（
天
然
痘
）は
、天
平
九
年
に
か
け
て
列

島
内
に
蔓
延
し
、当
時
の
政
権
中
枢
に

い
た
左
大
臣
の
藤
原
武
智
麻
呂
を
は

じ
め
多
く
の
人
々
の
命
を
奪
っ
た
こ
と

は
著
名
で
あ
る
。

都
市
で
の
疫
病
の
蔓
延
と
い
う
、令

和
の
現
在
に
近
い
状
況
は
、平
安
時
代

の
平
安
京
で
も
起
こ
っ
て
い
た
。
平
安

時
代
の
歴
史
書『
日
本
紀
略
』に
よ
る

と
、
正
暦
四・
五
年（
九
九
三・
九
九 

四
）、
平
安
京
で
疫
病
が
流
行
し
た
。

正
暦
四
年
の
五・六
月
は
咳
疫
が
は
や

り
、
七・
八
月
に
は「
疱
瘡
の
患
」が

あ
っ
た
と
い
う
。
咳
疫
は
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
正
暦
五
年

三
月
に
な
る
と
、疫
病
に
対
処
す
る
た

め
大
赦
や
賑し

ん

恤じ
ゅ
つが

行
わ
れ
た
。
賑
恤

と
は
、
老
人
や
困
窮
者
な
ど
へ
食
料
・

物
資
を
、
朝
廷（
政
府
）が
支
給
す
る

救
済
策
で
あ
る
。
四・五
月
に
は
疫
病

を
鎮
め
る
た
め
、大
祓
と
諸
社
へ
の
奉

幣
が
度
々
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、「
左

京
三
条
油
小
路
の
井
戸
の
水
を
飲
む

人
は
疾
病
を
免
れ
る
」と
の
噂
が
流
れ

京
中
の
人
々
は
殺
到
し
、一
方
で
妖
言

の
た
め
公
卿
か
ら
庶
民
ま
で
が
門
戸

を
閉
じ
家
に
籠
っ
た
と
い
う
。
現
代
と

同
様
、
社
会
不
安
が
平
安
京
内
に
は

広
が
り
、混
乱
状
態
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

う「
神じ

ん

幸こ
う

祭さ
い

」の
形
が
整
え
ら
れ
、
現

代
に
伝
わ
る
祇
園
御
霊
会（
祇
園
祭
）

な
ど
都
ぶ
り
の
祭
り
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
く
。
疫
病
の
蔓
延
は
、社
会
を
変
化

さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
祭
り
の

形
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
正
暦
五
年
六

月
二
十
七
日
、都
の
北
、船
岡
山
で
御

霊
会
が
行
わ
れ
た
。
目
に
見
え
な
い
存

在
に
よ
り
多
く
の
人
々
の
命
が
次
々
に

奪
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
様
子
を
目
の
当

た
り
に
し
た
当
時
の
人
々
は
、疫
病
の

原
因
を「
疫
神
」の
働
き
と
考
え
、こ

れ
を
鎮
め
る
た
め
、御
霊
会
を
行
っ
た
。

神
輿
を
作
り「
都
人
士
女
」（
平
安
京

の
都
市
民
）は
楽
人
を
招
き
音
楽
を
奏

し
、多
数
の
捧
げ
も
の
を
持
ち
寄
り
供

え
て
疫
神
を
祀
っ
た
。
そ
し
て
疫
神
は

神
輿
で
難
波
の
海
ま
で
送
ら
れ
た
。

こ
の
御
霊
会
は
朝
廷
が
行
っ
た
の
で

は
な
く
、平
安
京
の
都
市
民
・
民
衆
に

よ
り
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意

味
が
あ
っ
た
。
こ
こ
が
一
つ
の
画
期
と

な
り
、不
特
定
多
数
の
人
々
が
自
由
に

参
加
し
観
覧
す
る
民
衆
の「
祭
礼
」が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、神
が

移
動
す
る
た
め
の「
神
輿
」、
こ
れ
に

神
を
楽
し
ま
せ
る
音
楽「
神
楽
」が
伴

國
學
院
大
學  

神
道
文
化
学
部
教
授 

　  

笹
生 

衛

疫
病
の
蔓
延
と
神
輿
・
祭
礼

沖
ノ
島
祭
祀
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鏡 

― 

内な
い 

行こ
う 
八は

ち 
花か 
文も

ん 

鏡き
ょ
う 

―

内
行
花
文
鏡
は
、中
心
に
向
か
っ
て
内
側
に
膨
ら

む
円
弧
を
連
ね
て
主
要
の
文
様
と
し
た
鏡
。
方ほ

う

格か
く

規き

矩く

鏡き
ょ
うと

同
じ
く
中
国
後
漢
時
代（
二
五
～
二
二
〇
年
）

の
鏡
で
、中
国
で
は
連れ

ん

弧こ

文も
ん

鏡き
ょ
うと
呼
ば
れ
る
。

本
品
は
、後
漢
時
代
の
鏡
を
模
し
た
仿ぼ

う

製せ
い

鏡き
ょ
う（

国

産
鏡
）で
四
～
五
世
紀
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
中
央

の
半
球
状
の
突
起（
鈕ち

ゅ
う
）の
周
り
に
は
、内
行
花
文
鏡

の
特
徴
で
あ
る
葉
形
の
文
様
四
個（
四し

葉よ
う

鈕ち
ゅ
う

座ざ

）が

表
さ
れ
、メ
イ
ン
の
文
様
で
あ
る
八
個
の
円
弧（
八
花

文
）の
間
に
は
、
紐
を
結
っ
た
よ
う
な
文
様（
結け

っ

紐
ち
ゅ
う

文も
ん

）を
添
え
て
い
る
。
八
個
の
円
弧
の
外
側
に
は
、松

葉
を
束
ね
た
よ
う
な
文
様
の
間
に
小
さ
な
丸
い
突
起

を
入
れ
た
文
様（
雲う

ん

雷ら
い

文も
ん

）が
め
ぐ
っ
て
い
る
。

本
品
と
後
漢
時
代
の
内
行
花
文
鏡
を
比
べ
る
と
、

一
部
に
文
様
の
改
変
が
み
ら
れ
る
が
、後
漢
鏡
例
で

一
般
的
に
み
ら
れ
る
四
葉
鈕
座
と
八
花
文
を
表
現
し

て
い
る
た
め
、本
鏡
は
比
較
的
忠
実
に
模
倣
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
幾
何
学
模
様
の
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
、

鋳
上
が
り
な
ど
、極
め
て
優
れ
て
お
り
、前
回
紹
介

し
た
鳥
文
縁
方
格
規
矩
鏡
と
並
び
、本
鏡
は
古
墳
時

代
前
期
の
仿
製
鏡
の
中
で
最
上
級
と
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、古
墳
時
代
前
期
前
半（
三
世
紀
後

半
）に
、弥
生
時
代
の
青
銅
器
生
産
と
異
な
る
新
た

な
知
識
と
技
術
に
よ
っ
て
国
産
鏡
が
創
出
さ
れ
、そ

の
当
初
か
ら
本
品
の
よ
う
な
直
径
二
五㎝
以
上
の
大

型
の
鏡
が
ま
と
ま
っ
て
製
作
さ
れ
た
。
そ
の
分
布
は

近
畿
周
辺
に
集
中
し
て
お
り
注
目
さ
れ
て
い
る
。（
福
）

神
宝
館
だ
よ
り
37

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

春
は
出
会
い
と
別
れ
の
季

節
で
す
。
先
月
、後
輩
の
巫

女
二
名
と
事
務
員
一
名
が
退
職
し
、
新
た
に
巫
女
三

名
と
事
務
員
一
名
が
入
社
し
ま
し
た
。
私
は
入
社
し

て
四
年
目
と
な
り
、
上
席
と
し
て
の
責
任
を
感
じ
る

場
面
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
▼
私
が
先
輩
方
か
ら

学
ん
だ
神
社
の
知
識
、
巫
女
と
し
て
の
立
ち
振
る
舞

い
、
社
会
人
と
し
て
の
常
識
や
マ
ナ
ー
な
ど
を
後
輩

へ
継
承
し
て
い
け
る
よ
う
努
め
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
▼「
人
の
振
り
み
て
わ
が
振
り
直
せ
」後
輩
を
指
導

し
て
い
く
に
あ
た
り
、ま
ず
自
分
自
身
を
見
つ
め
な

お
し
指
導
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
▼
左
の
言
葉

は
宗
像
大
社
巫
女
が
常
に
意
識
し
て
い
る
合
言
葉
で

す
。
こ
れ
ら
が
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
先
輩
後
輩
と

も
に
成
長
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。	

（
岩
）

Ｔ　
　
常
に

Ａ　
　
ア
ン
テ
ナ
を
張
り

Ｉ　
　
私
は

Ｓ　
　
所
作
に

Ｈ　
　
品
格
と

Ａ　
　
愛
を
持
っ
て
行
動
し
ま
す

国宝　内行八花文鏡（19号遺跡出土、径24.8cm）



電
気
よ
し
ガ
ス
に
鍵
よ
し
声
に
出
し
春
の
陽
を
あ
び
に
小
路
を
あ
る
く	

池
浦
千
鶴
子

家
を
出
る
と
き
に
は
指
差
呼
称
で
行
動
を
確
認
す
る
几
帳
面
な
作
者
。
三
句
ま
で
の
〈
し
〉
の
重
な
り

で
リ
ズ
ム
が
良
い
。
四
句
は
〈
春
の
陽
浴
び
に
〉。

ス
コ
（
ス
コ
ッ
プ
）
使
う
ト
ッ
プ
頼
も
し
時
の
間
に
す
み
れ
百
余
を
植
え
し
と
笑
ま
う	

山
本
　
静
子

作
者
も
一
員
で
あ
る
園
芸
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
ろ
う
、「
す
み
れ
百
余
」
の
具
体
的
な
数
が
効
い
て
い
る
。

ア
フ
ガ
ン
の
大
河
は
な
に
を
映
し
て
る
中
村
哲
で
は
な
い
の
だ
も
は
や	

山
﨑
　
公
俊

中
村
哲
氏
へ
の
挽
歌
。
大
河
は
朝
倉
の
山
田
堰
を
モ
デ
ル
に
し
た
堰
を
作
っ
た
ク
ナ
ー
ル
河
か
、「
も

は
や
」
に
感
情
が
こ
も
る
。

さ
さ
く
れ
の
小
指
に
か
か
る
セ
ー
タ
ー
は
君
の
手
編
の
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ	

早
川
　
祥
三

贈
り
も
の
の
セ
ー
タ
ー
に
さ
さ
く
れ
が
引
っ
掛
か
っ
た
こ
と
か
ら
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
を
連
想
し
た
作

者
。
捻
っ
た
表
現
は
照
れ
の
表
れ
か
。

奴
山
よ
り
宗
像
大
社
へ
い
た
る
道
世
界
遺
産
の
道
と
想
ひ
ぬ	

佐
々
木
和
彦

古
墳
群
の
あ
る
奴
山
か
ら
宗
像
大
社
へ
は
幾
通
り
か
あ
る
が
古
代
の
人
も
歩
い
た
世
界
遺
産
の
道
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

テ
ニ
ス
好ず

き
メ
ル
ボ
ル
ン
に
て
ワ
ー
ル
ド
の
有
名
選
手
ゲ
ー
ム
観
戦	

秋
𠮷
　
嘉
範

初
句
切
れ
。
旅
の
大
切
な
思
い
出
。
初
句
〈
～
が
好
き
〉
三
句
以
下
〈
世
界
級
有
名
選
手
の
ゲ
ー
ム
を

観
た
り
〉
と
し
て
は
。

公
園
の
花
壇
の
水
仙
茎
毎
に
十
個
の
花
つ
け
冬
を
謳
歌
す	
萩
原
　
　
勉

冬
の
公
園
で
、
よ
く
咲
く
水
仙
に
作
者
は
元
気
づ
け
ら
れ
た
の
だ
。
結
句
謳
歌
す
る
は
水
仙
に
は
派
手

す
ぎ
る
の
で
〈
冬
日
を
浴
び
る
〉
く
ら
い
に
。

地
に
ボ
タ
ン
か
け
る
ご
と
く
川
土
手
に
た
ん
ぽ
ぽ
が
咲
く
春
の
確
か
さ	

吉
﨑
美
沙
子

春
の
代
表
の
よ
う
な
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
を
釦
に
見
立
て
た
作
者
。
釦
は
か
け
る
で
は
な
く
〈
付
け
る
〉
く

ら
い
に
、
開
放
的
な
方
が
春
ら
し
い
。

夕
闇
の
海
に
三
日
月
の
船
浮
か
び
一
番
星
を
乗
せ
て
ど
こ
行
く	

本
田
エ
リ
ナ

夕
空
の
金
と
銀
の
メ
ル
ヘ
ン
。
童
謡
の
「
月
の
砂
漠
」
や
「
歌
を
忘
れ
た
カ
ナ
リ
ヤ
」
を
連
想
し
た
。

お
知
ら
せ

五
月
の
祭
典
は
巻
末
の
ま
つ
り
ご
よ
み
に
記
載
の
通
り
斎
行
し
ま
す
。

尚
、各
祭
典
の
参
列
に
つ
き
ま
し
て
は
社
会
情
勢
並
び
に
皆
様
の
御

事
情
に
合
わ
せ
て
御
判
断
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
、何
卒
御
理
解
の
程
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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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
７
０
５
回

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
二
年
三
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

一
〇
、〇
〇
〇
円

宗
像
市	

嶋
倉
　
　
剛

宗
像
市	

岩
見
　
貴
史

五
、〇
〇
〇
円

小
城
市	

大
坪
　
桂
子

北
九
州
市	

澁
江
　
有
恒

岐
阜
市	

淺
野
喜
実
代

知
多
市	

中
嶋
　
祐
輝

対
馬
市	

江
口
　
大
樹

広
島
市	

上
田
　
雅
典

福
岡
市	

大
島
な
ぎ
さ

福
岡
市	

南
　
　
敏
郎

八
千
代
市	

世
野
　
雅
緒

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

二
、〇
〇
〇
円

福
岡
市	

讃
井
　
隆
史

春
き
ざ
す
湖
面
の
風
の
お
も
う
ま
ま	

早
川
　
祥
三

第
６
７
６
回

俳
句

熟
れ
麦
の
は
た
け
に
咲
け
る
矢
車
菊
お
も
ふ
は
愉
し
そ
の
ふ
か
き
青

あ
つ
ら
へ
の
母
の
上
着
を
着
て
気
づ
く
わ
が
撫
で
肩
に
ぴ
た
り
合
ふ
こ
と

◆ 

選 

者 

詠
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三
月
に
里
帰
り
を
し
た
際
、
児
玉

神
社
例
祭
に
参
列
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
参
列
者
の
規
模
を
縮
小
し
斎

行
さ
れ
た
▼
児
玉
神
社
の
御
祭
神
・
児
玉
源
太
郎
は
、

日
清
戦
争
後
、
コ
レ
ラ
や
伝
染
病
流
行
す
る
中
国
大

陸
よ
り
の
二
十
三
万
人
の
帰
国
兵
士
の
検
疫
に
医
師

の
後
藤
新
平
を
抜
擢
し
た
。
後
藤
は
広
島
に
大
規
模

な
検
疫
所
を
開
設
し
陣
頭
指
揮
を
と
り
、
三
カ
月
で

二
十
三
万
人
の
検
疫
を
成
し
遂
げ
た
。
当
時
、
陸
軍
検

疫
部
長
で
あ
っ
た
児
玉
は
、
そ
の
働
き
か
ら
台
湾
総
督

と
な
る
と
後
藤
を
民
政
長
官
に
抜
擢
し
、
台
湾
で
の

経
済
改
革
と
イ
ン
フ
ラ
建
設
を
進
め
た
の
で
あ
る
▼

現
在
、
国
を
挙
げ
て
、
国
民
の
生
活
を
守
る
た
め
の

様
々
な
要
請
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。
児
玉
と
後
藤
は
、

国
の
非
常
事
態
に
功
を
な
し
た
。
そ
の
活
躍
に
思
い

を
馳
せ
な
が
ら
、
冷
静
に
状
況
を
見
つ
め
、
こ
の
国

難
に
立
ち
向
か
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
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
────────────────────
５日	 五月・浜宮祭
	 浜宮祭	 午前10時30分
	 於：宗像市神湊　浜宮
	 五月祭	 午前11時
	 於：宗像市江口　五月宮
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
　	 引続き		高宮祭、第二宮第三宮祭
────────────────────
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