
日
本
の
国
旗「
日
の
丸
」の

歴
史
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
▼
そ
の
起
源
は
古
く
、

平
安
時
代
末
期
の
源
平
合
戦
の
頃
に
は
、扇
や
旗

の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
江
戸
時

代
初
期
に
な
る
と
外
国
と
の
貿
易
に
用
い
ら
れ
た

御
朱
印
船
の「
船
印
」と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
し

て
明
治
三
年
、
太
政
官
布
告
商
船
規
則
に
よ
り
、

日
の
丸（
日
章
旗
）が
日
本
国
家
を
表
徴
す
る
唯
一

の
国
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
然
し
乍
ら
、日
本
の

国
旗
は
日
章
旗
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
法
律
上
明

文
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
戦
前
か
ら
日
の
丸
と
君

が
代
の
地
位
は
国
民
の
愛
国
心
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
。
多
く
の
国
民
は
、慣
習
的
に
日
の
丸
・
君
が
代

を
国
旗
国
歌
と
し
て
受
入
れ
て
い
た
が
、一
部
で

反
対
運
動
や
教
育
現
場
等
で
混
乱
を
招
い
て
い
た

為
、
平
成
十
一
年「
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法

律
」が
制
定
さ
れ
た
▼
日
本
の
国
旗
の
デ
ザ
イ
ン
は

素
直
で
清
ら
か
な
心（
白
）と「
日
出
る
国
」の
象
徴

で
あ
る
太
陽（
紅
）を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
国

旗
や
国
歌
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
、宗

教
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
十
七
年
ぶ
り
に

東
京
で
開
催
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
は
、各
国
の
国
旗
が
掲
揚
さ
れ
、国
歌
が
演
奏

さ
れ
る
。
お
互
い
の
国
の
歴
史
・
文
化
に
思
い
を
馳

せ
、尊
重
し
合
え
る
大
会
に
な
れ
ば
い
い
。	

（
武
）

沖
ノ
島
灯
台
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・
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沖
ノ
島
灯
台

  
︱ 
玄
界
灘
の
道
し
る
べ 

︱

当
社
沖
津
宮
が
鎮
座
す
る
沖
ノ
島
に
は「
沖
ノ
島

灯
台
」が
建
っ
て
お
り
、
筑
前
大
島
灯
台
、
玄
海
島

灯
台
と
と
も
に
大
型
沿
岸
灯
台
に
分
類
さ
れ
る
。（
福

岡
海
上
保
安
部
交
通
課
に
よ
り
管
理
）灯
台
が
設
置

さ
れ
た
の
は
、日
本
海
海
戦
直
前
の
明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
年
）四
月
の
こ
と
で
大
正
十
年（
一
九
二
一

年
）に
改
修
さ
れ
た
。
こ
の
灯
台
は
沖
ノ
島
の
主
峰
・

一
ノ
岳
に
建
つ
白
塔
形
の
灯
台
で
、
灯
火
標
高
は

二
五
三
㍍
で
、
日
本
で
は
六
番
目
の
高
さ
で
あ
る
。

地
上
か
ら
頂
部
の
高
さ
は
二
十
㍍ 

、灯
質
は
単
閃
白

赤
互
光
で
毎
三
十
秒
に
白
１
閃
光
・
赤
１
閃
光
で
稼

働
し
て
お
り
、実
効
光
度
は
白
光
三
七
〇
〇
〇
カ
ン

デ
ラ　
赤
光
三
三
〇
〇
〇
カ
ン
デ
ラ
と
な
り
光
達
距

離 

は
十
七
海
里（
三
十
一
キ
ロ
）で
あ
る
。

灯
台
の
レ
ン
ズ
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
一
等
か
ら
六

等
ま
で
七
つ
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
沖
ノ
島
灯
台
の

特
徴
は
初
め
て
国
産
の
一
等
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ（
通
常

の
レ
ン
ズ
を
同
心
円
状
の
領
域
に
分
割
し
厚
み
を
減

ら
し
た
レ
ン
ズ
で
、の
こ
ぎ
り
状
の
断
面
を
持
つ
）が

設
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、平
成
十
九
年（
二
〇
〇
七

年
）ま
で
使
用
さ
れ
た
。
日
本
の
灯
台
の
レ
ン
ズ
は
欧

州
製
の
レ
ン
ズ
が
多
い
中
、沖
ノ
島
灯
台
の
レ
ン
ズ
は

日
本
製
で
あ
り（
材
料
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
）、重

量
が
約
1.5
ト
ン
と
重
い
た
め
、
水
銀
層
に
浮
か
べ
て

回
転
さ
せ
発
光
し
て
い
た
。

こ
の
レ
ン
ズ
は
平
成
十
九
年
三
月
に
沖
ノ
島
灯
台

の
太
陽
電
池
化
に
伴
う
工
事
で
取
り
外
さ
れ
、そ
の

資
料
の
貴
重
性
か
ら
後
世
に
残
す
た
め
に
千
葉
県
銚

子
市
の
犬
吠
埼
灯
台
資
料
展
示
館
に
展
示
さ
れ
て
い

る
。沖

ノ
島
近
海
で
の
日
本
海
海
戦
に
勝
利
し
た
東
郷

平
八
郎
は「
神
光
照
海
」と
し
て
、宗
像
の
神
々
に
感

謝
し
戦
艦
・
三
笠
の
羅
針
儀
を
当
社
に
奉
納
し
て
い

る
。
沖
ノ
島
は
玄
界
灘
に
お
け
る
絶
海
の
孤
島
に
あ

る
。
荒
れ
狂
う
玄
界
灘
で
、水
平
線
に
ふ
と
現
れ
る

そ
の
姿
に
神
々
し
さ
を
感
じ
人
々
は
敬
い
祀
っ
て
き

た
。島

そ
の
も
の
が
ご
神
体
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
沖
ノ

島
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
に
海
の
民
の
道
し
る
べ
と

し
て
海
を
照
ら
し
、心
の
安
ら
ぎ
を
与
え
て
い
る
。

■
犬
吠
埼
灯
台
資
料
展
示
館

〒
二
八
八
︱
〇
〇
一
二

千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
九
五
七
六

■
公
益
社
団
法
人　
燈
光
会

〒
一
〇
五
︱
〇
〇
〇
三

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
︱
一
四
︱
九

西
新
橋
ビ
ル
三
階

燈光会HP
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平
成
ノ
大
造
営
の
第
三
次
事
業
の
一
大
事
業
で
六

月
に
竣
工
し
た
、祈
願
殿
。
設
計
概
念
の
中
心
に
は

当
社
の
高
宮
祭
場
な
ど
に
み
ら
れ
る
古
代
祭
祀
の
再

現
を
意
識
し
た
建
物
と
な
っ
て
い
る
。

　

神
社
は「
不
易
流
行
」と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う

に
そ
の
本
質
は
変
え
ず
、絶
え
ず
変
化
す
る
社
会
の

様
相
に
対
応
し
続
け
、文
化
を
紡
い
で
き
た
。
つ
ま

り
現
代
で
い
う「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」を
絶
え
ず
繰
り

返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。こ
れ
は
神
道
の
言
葉
で「
常

若
」と
も
表
現
で
き
る
。

　

昨
年
、
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
を
卒
業
し

た
平
祐
奈
さ
ん
を
メ
イ
ン
リ
ポ
ー
タ
ー
に
据
え
、昨

今
の
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
の
考
え
方
に
繋
が
る
こ
の「
常
若
」と

い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
謎
解
き
方
式
で
進
ん
で

い
く
番
組
と
な
っ
て
い
る
。
是
非
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

辺
津
宮
末
社
保
存
修
理
工
事

昨
年
度
よ
り
、国
庫
補
助
事
業
と
し
て
辺
津
宮

本
殿
周
囲
に
鎮
座
す
る
末
社
の
修
復
を
進
め
て
い

る
。
本
年
度
は
、津
加
計
志
神
社（
四
道
福
松
神

社
、祓
方
遠
賀
堺
神
社
、山
口
御
口
代
神
社
、須

多
田
神
社
、加
津
浦
神
社　

合
祀
）が
対
象
と
な

り
、屋
根
替
え
、木
材
腐
朽
部
分
の
取
替
え
等
が

行
わ
れ
る
。

工
事
に
先
立
ち
、七
月
一
日
浄
闇
の
中
、仮
殿

遷
座
祭
が
斎
行
さ
れ
、御
祭
神
に
は
昨
年
修
復
を

終
え
た
仮
宮
に
御
遷
り
い
た
だ
い
た
。

工
事
終
了
は
九
月
中
旬
を
予
定
し
て
い
る
。

造
営
日
記
50

【
世
界
遺
産
宗
像
大
社　

神
社
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
―
常
若
と
は
何
か
―
】

八
月
十
一
日（
水
）午
後
七
時  

Ｒ
Ｋ
Ｂ
毎
日
放
送
に
て

番
組
の
お
知
ら
せ

祈願殿神殿（神籬・磐座祭場）にてスタジオ収録の様子

（左より）西内ひろ・平祐奈・篠田麻里子・運上弘菜

お知らせ・造営日記
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鵄
尾
御
琴

御
装
束
神
宝
の
中
に
は
音
を
奏
で

る
御
料
が
あ
り
ま
す
。「
鵄と

び
の
お
の
お
ん
こ
と

尾
御
琴
」

は
唯
一
神
様
の
楽
器
と
し
て
奉
献
さ

れ
、そ
れ
は
ま
た
我
が
国
固
有
の「
和わ

琴ご
ん

」の
形
態
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

「
和
琴
」は
奈
良
時
代
ま
で
は「
や
ま

と
ご
と
」
又
は「
あ
ず
ま
ご
と
」（
東

琴
、
吾
妻
琴
）と
呼
ば
れ
、こ
れ
ら
は

現
在
の
和
琴
の
祖
型
で
あ
る
日
本
固

有
の
琴
箏
類
の
絃
楽
器
を
意
味
し
ま

す
。『
豊
受
皇
太
神
御
鎮
座
本
紀
』に

は「
天

あ
ま
の

香か
ご

弓ゆ
み

興た
て

並な
ら
べ

叩つ
る
を
た
た
く弦
云
々
」と
あ

り
、
和
琴
即
ち
絃
楽
器
の
起
源
と
す

る
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
を
し

て
和
琴
或
い
は
絃
楽
器
が
こ
れ
ら
よ

り
発
達
し
た
と
は
一
概
に
云
い
難
く

あ
り
ま
す
が
、楽
器
を
奏
で
る
に
類
す

る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
事
を
表
す

一
節
で
は
あ
り
ま
す
。
古
代
の
琴
は

静
岡
県
登
呂
遺
跡（
弥
生
時
代
後
期
）

出
土
の
板
作
り
の
琴
な
ど
か
ら
そ
の

凡
そ
の
形
態
を
伺
う
こ
と
が
出
来
ま

す
が
、こ
れ
ら
に
は
和
琴
の
特
徴
で
あ

る
尾
端
の
六
つ
凸
起
、六
絃
制
、葦あ

し

津づ

緒お

な
ど
、後
に
制
度
化
さ
れ
た
形
状
の

兆
し
と
見
て
と
れ
る
部
分
を
備
え
て

い
ま
す
。
古
墳
時
代
の
中
期
以
降
に

は
裏
板
付
き
の
槽
を
持
つ
五
絃
制
の

楽
器
が
存
在
し
始
め
、
大
陸
の
高
度

な
文
化
が
我
が
国
に
流
入
し
次
第
に

新
し
い
型
に
移
行
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
。こ
の
頃
に
は
和
琴
特
有
の
特
殊
な

絃
の
留
め
方
で
あ
る「
葦
津
緒
」も
新

羅
琴
か
ら
由
来
し
て
、我
が
国
固
有
の

和
琴
は
五
絃
か
ら
六
絃
に
改
制
さ
れ

る
な
ど
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
る
事

と
な
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
楽
器
と

し
て
の
規
格
が
定
ま
っ
た
と
さ
れ
る

「
和
琴
」は「
御
琴
」「
神
琴
」「
小
琴
」

な
ど
の
美
称
が
あ
り
、琴
の
字
を
用
い

て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
可
動
の
柱
を

使
用
す
る
点
で
箏
に
近
く
、和
琴
全
体

の
形
状
も
箏
に
似
て
い
て
槽
は
桐
材
で

作
ら
れ
、そ
の
上
面
に
絹
の
六
絃
を
張

り
備
え
ま
す
。
さ
て
現
在
の
鵄
尾
御

琴
の
構
造
は
先
ほ
ど
の
和
琴
に
鵄
尾

が
接
続
し
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
延

喜
太
神
宮
式
』（
九
二
七
）に
は「
頭
鵄

尾
廣
一
尺
八
寸
」、ま
た『
長
暦
送
官

符
』（
一
〇
三
八
）で
は「
鵄
尾
廣
一
尺

八
寸
」と
あ
り
鵄
尾
の
位
置
が
太
神

宮
式
で
は
首
部
に
接
続
す
る
と
も
解

せ
ま
す
が
、長
暦
官
符
に
は
そ
の
事
は

記
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
福

島
県
原
山
一
号
墳
出
土
埴
輪
や
沖
ノ

島
神
宝
の
金
銅
製
琴
等
で
は
鵄
尾
に

似
た
形
状
の
も
の
が
琴
の
首
部
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
現
行
の
御
料
は
皇

大
神
宮
と
豊
受
大
神
宮
に
各
一
面
奉

献
さ
れ
、仕
様
は
二
面
と
も
に
同
一
で

鵄
尾
を
首
部
に
接
続
し
て
い
ま
す
。

鵄尾御琴 神宮司庁提供 沖ノ島神宝・金銅製雛形五弦琴
5

26

元
神
宮
式
年
造
営
庁
技
師
　
釆
野
　
武
朗

神
宮
神
宝
よ
り

紐
解
く

神宮神宝より紐解く
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仁に 

保ほ 

盛も
り 

安や
す 
書 
状

古こ
も
ん
じ
ょ

文
書
に
見
え
る
贈
答〈
大だ

い
ぐ
う
じ

宮
司
家
の
八は

っ
さ
く朔
〉

「
八は

っ
さ
く朔
」と
は
陰
暦
八
月
一
日
の
こ
と
。田た

の
む実
の
節せ

っ
く供
、

田た
の
も
の
い
わ
い

物
祝
な
ど
と
も
い
い
、
主
家
や
知
人
と
贈
答
を
し
て

祝
う
行
事
で
あ
る
。そ
の
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
、鎌

倉
時
代
に
は
す
で
に
八
朔
に
贈
答
を
行
う
習
慣
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
武
家
で
は
特
に
室
町
時
代
以
降
、
主
従

関
係
を
強
め
る
た
め
の
行
事
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
室

町
幕
府
に
は

八
朔
奉
行
ま

た
は
御お

た
の
み憑
奉

行
と
い
っ
て
、

こ
の
行
事
を

管
掌
す
る
役

職
が
置
か
れ

て
い
た
。

宗
像
氏
へ

の
書
状
に
も
、

八
朔
の
贈
答
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
が

あ
る
。
筑
前
の
秋あ

き
づ
き月
種た

ね

照て
る

か
ら
の
書
状
で
は
、宗

像
氏
か
ら
の
八
朔
祝
い
へ
の
返
礼
品
と
し
て
、

大た

ち刀
一
腰
と
、黒
毛
馬
一
匹
を
贈
っ
た
と
あ
る
。

さ
て
、こ
の
八
月
一
日
に
送
ら
れ
た
書
状
に
、

少
し
珍
し
い
も
の
が
贈
物
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
史
料
は
仁に

ほ保
盛も

り
や
す安

書
状
で
あ

る
。
仁
保
氏
は
周す

お
う
の
く
に

防
国
吉よ

し
き
ぐ
ん

敷
郡
仁
保
庄（
山
口

市
仁
保
付
近
）を
本
拠
と
し
、
室
町
時
代
に
は

大お
お
う
ち内
氏
の
代
官
を
勤
め
た
。
盛
安
も
大
内
教の

り
ひ
ろ弘

の
代
官
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

書
状
で
は
、
盛
安
が
宗
像
氏
か
ら「
生
鼠
」、

「
熨
子
」を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
御
礼
を
述

べ
て
い
る
。「
生
鼠
」は
ナ
マ
コ
の
こ
と
。「
熨
子
」

は
熨の

し斗
鮑あ

わ
びの
こ
と
で
あ
る
。
特
に
鮑
は
、江
戸
時

代
の
史
料
に
名
物
と
し
て「
鐘か

ね
ざ
き崎
熨の

し斗
蚫あ

わ
び」と
見

え
、鐘
崎
の
名
産
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
あ
る
い
は
盛
安
に
贈
ら
れ
た
頃
、つ
ま
り
室

町
時
代
か
ら
同
地
の
名
産
品
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
地
域
の
特
産
品
を
贈
る
と
い
う
行
為

か
ら
、
地
域
の
長
く
変
わ
ら
ぬ
特
徴
が
見
え
て

お
も
し
ろ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
津
）

神
宝
館
だ
よ
り
52

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
梅
雨
も
明
け
、
猛
暑
日
が
続
い
て

お
り
ま
す
。
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
熱
中
症
に
は
十
分

気
を
付
け
て
下
さ
い
▼
七
月
三
十
一
日
、夏
越
の
大
祓

式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
大
祓
は
、
人
形
を
用
い

て
半
年
間
の
罪
・
穢
を
祓
い
、
疫
病
退
散
・
無
病
息
災

を
祈
念
す
る
神
事
で
す
。
又
、当
社
で
は
、毎
日
の
日

供
祭
に
併
せ
て
疫
病
鎮
静
祈
願
祭
を
斎
行
し
て
お
り

ま
す
。
一
日
で
も
早
く
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
終
息
し
、
元
通
り
の
日
常
生
活
が
送
れ
る
よ
う

に
な
る
事
を
願
う
ば
か
り
で
す
▼
今
月
の
七
日
に
は
、

中
津
宮
に
お
い
て
七
夕
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
中
津

宮
末
社
の「
織
女
神
社
」と「
牽
牛
神
社
」が
境
内
を
流

れ
る「
天
の
川
」を
挟
む
よ
う
に
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
、

織
姫
と
彦
星
が
年
に
一
度
、天
の
川
を
渡
っ
て
出
会
う
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
お
祭
り
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

で
す
が
、皆
様
ぜ
ひ
！
大
島
に
渡
り
、今
年
の
夏
の
思

い
出
を
作
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？	

（
濱
）



煌
め
け
り
大
腿
骨
の
ス
テ
ン
レ
ス
十
七
で
嫁
し
た
る
母
の
田
植
歌	

早
川
　
祥
三

亡
く
な
ら
れ
た
母
上
の
骨
上
げ
の
シ
ー
ン
か
。
作
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
読

者
に
分
か
る
よ
う
に
場
を
詠
ん
で
。

カ
ナ
ダ
か
ら
帰
り
て
孫
は
宗
像
へ
来
春
か
ら
は
教
壇
に
立
つ	

秋
𠮷
　
嘉
範

お
孫
さ
ん
が
地
元
に
戻
っ
て
来
て
教
師
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
を
淡
淡
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
喜
び
の
気
持
ち
が
籠
っ
て
い
る
。

身
長
の
半
分
位
の
ラ
ン
ド
セ
ル
背
負
ふ
あ
の
子
は
一
年
生
か	

佐
々
木
和
彦

小
学
一
年
生
の
ラ
ン
ド
セ
ル
は
大
き
く
見
え
る
。「
身
長
の
半
分
位
」に
作
者
の
驚
き
が
表
わ
れ
て
い
る
。

い
つ
来
て
も
箒
目
清
き
的
原
社
さ
び
し
さ
に
耽
け
り
た
い
と
き
の
木
蔭	

山
﨑
　
公
俊

清
ら
か
に
清
掃
さ
れ
た
的
原
社
。「
さ
び
し
さ
に
耽
り
た
い
」は
作
者
の
個
性
の
表
れ
で
こ
の
歌
の
魅
力
だ
。

わ
が
園
の
バ
ラ
の
香
り
に
包
ま
れ
て
優
雅
に
過
ご
す
日
曜
の
午
後	

鈴
木
　
裕
子

薔
薇
の
香
が
優
雅
。
初
句「
わ
が
園
」は
公
園
の
よ
う
な
庭
園
を
想
像
す
る
の
で「
わ
が
庭
」、四
句
は「
紅

茶
を
い
れ
る
」
な
ど
優
雅
な
行
為
に
す
る
と
ベ
タ
ー
。

梅
雨
空
の
晴
れ
間
の
青
い
青
い
空
憂
え
る
吾
に
は
眩
し
す
ぎ
て	

小
沢
か
ゆ
こ

心
配
事
の
あ
る
作
者
に
は
ま
ぶ
し
す
ぎ
る
青
空
。
青
い
青
い
と
重
ね
た
の
は
悩
み
を
持
つ
作
者
の
心
情

と
あ
ま
り
か
け
離
れ
た
青
空
に
衝
撃
を
受
け
た
か
ら
だ
ろ
う
。

四
ヶ
所
の
通
院
日
だ
け
の
予
定
表
空
き
の
広
さ
を
歩
数
で
う
め
る	
吉
崎
美
沙
子

コ
ロ
ナ
禍
で
外
出
自
粛
の
日
々
。
そ
の
合
間
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
歩
数
を
書
き
込
ん
で
い
る
作
者
。
今

な
ら
で
は
の
歌
。

い
つ
に
な
く
里
近
く
で
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
警
告
な
ら
ん
福
音
な
ら
ん	

本
田
エ
リ
ナ

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
夜
遅
く
や
早
朝
に
も
鳴
き
、
さ
ま
ざ
ま
に
詠
ま
れ
た
り
解
釈
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
対

句
を
使
っ
た
表
現
が
良
い
。

微
笑
ん
で
「
お
か
ぼ
ち
ゃ
さ
ん
」
と
声
を
か
け
迷
い
箸
す
る
在
り
し
日
の
母	

東
　
　
雅
子

「
お
か
ぼ
ち
ゃ
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
方
が
や
さ
し
く
母
上
の
性
格
が
分
か
り
そ
う
だ
。
過
去
の
こ
と
な

の
で
四
句
〈
迷
い
箸
し
た
〉
に
。

さ
や
け
き
は
額
紫
陽
花
の
雨
後
の
星	

早
川
　
祥
三

八
月
の
草
生
に
咲
き
出
で
姫
御
子
の
や
う
な
る
浄
さ
高た
か
さ
ご砂
百ゆ

り合
は

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の「
受
胎
告
知
」に
描
か
る
る
百
合
は
な
に
百
合
ル
ー
ペ
で
調
ぶ

◆ 

選 

者 

詠

お
知
ら
せ

八
月
十
五
日
の
宗
像
護
国
神
社
戦
没
者
慰
霊
祭
は
、社
会
情
勢
を

鑑
み
、千
灯
明
行
事
は
中
止
さ
せ
て
頂
き
、午
後
五
時
よ
り
祭
典
の

み
執
り
行
い
ま
す
。

何
卒
、ご
理
解
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

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

第
７
２
０
回

第
６
９
０
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
三
年
六
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

五
〇
、〇
〇
〇
円

福
岡
市
　
　
　	

西
中
洲
　
雲
母	

一
〇
、〇
〇
〇
円

日
立
市	

長
山
　
右
樹	

五
、〇
〇
〇
円

飯
塚
市	

鳥
飼
　
恵
美

大
阪
市	

玉
置
　
直
美

大
牟
田
市	

久
富
美
奈
子

遠
賀
郡	

大
山
加
代
子

遠
賀
郡	

岩
村
　
　
寛

北
九
州
市	

成
重
　
糸
津

福
津
市	

松
本
　
　
勝

目
黒
区	

針
谷
　
律
子

横
浜
市	

羽
賀
　
洋
子

横
浜
市	

羽
賀
　
　
護

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地
　
昭
義	

二
、〇
〇
〇
円

朝
倉
市	

矢
野
　
宙
之

大
阪
市	

小
川
　
麻
耶

横
浜
市	

加
藤
恵
利
子
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
。
こ
の
疫

病
に
よ
っ
て
社
会
の
仕
組
み
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
日
常
生
活
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
在
り
よ
う

の
変
化
は
働
き
方
ま
で
及
ん
だ
▼
そ
の
象
徴
的
な
も
の

の
一
つ
に「
Ｄ
Ｘ
」（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
Ｉ
Ｔ
の
浸
透
が
人
々
の

生
活
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
よ
り
良
い
方
向
に
変
化
さ
せ

る
」
や
「
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
▼

当
社
も
、
祈
願
殿
新
築
に
伴
い
各
種
Ｉ
Ｔ
化
を
進
め
て

い
る
。
結
果
と
し
て
社
務
の
効
率
性
の
向
上
を
生
み
出

し
、今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
部
分
へ
注
力
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
変
化
へ
と
繋
が
る
▼
神
社
と
Ｄ
Ｘ
、
Ｉ
Ｔ
化
は

一
見
、
相
反
す
る
も
の
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
急
激
な

速
度
で
変
化
を
し
て
い
く
社
会
に
取
り
残
さ
れ
な
い
た

め
に
も
、
本
質
を
見
誤
る
こ
と
な
く
対
応
し
、
新
た
な

価
値
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
50
年
後
、
１
０
０
年
後

の
後
輩
た
ち
に
つ
な
ぐ
為
の
責
務
で
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、第二宮第三宮祭
	 宗像護国神社祭
────────────────────
７日	 七夕祭　午後	8	時
	 於：中津宮（宗像市大島）
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮第三宮祭
	 宗像護国神社戦没者慰霊祭　午後5時
	 於：宗像護国神社
────────────────────
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