
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が

収
ま
り
つ
つ
あ
る
中
、全
国
各
地
で
夏
の
神
事

が
本
来
の
姿
を
取
り
戻
し
、盛
大
に
斎
行
さ
れ

た
と
の
報
道
を
多
く
目
に
し
た
。
夏
の
神
事
に

は
、疫
病
退
散
や
除
災
を
祈
り
、大
小
様
々
な

神
輿
や
山
笠
・
山
車
が
巡
行
す
る
大
規
模
な

も
の
が
多
い
た
め
、相
応
の
奉
仕
員
数
や
準
備

期
間
が
必
要
と
な
る
▼
夏
に
限
ら
ず
地
域
の
祭

り
は
、そ
の
祭
事
毎
に
氏
子
共
通
の
祈
り
が
あ

り
、ま
た
互
い
の
協
力
が
な
け
れ
ば
祭
り
は
成

立
し
な
い
。
地
域
の
祭
り
か
ら
子
供
た
ち
は
、

そ
の
意
義
や
社
会
の
ル
ー
ル
を
教
わ
り
、地
域

へ
の
誇
り
と
そ
こ
で
生
き
て
い
く
と
い
う
覚

悟
を
確
認
し
て
き
た
▼
あ
る
地
域
で
は
住
民
の

繋
が
り
の
希
薄
さ
を
憂
慮
し
、
子
供
神
輿
を

設
え
、新
た
祭
り
を
行
っ
た
。
理
由
は
不
明
だ

が
そ
の
神
輿
と
は
、神
様
を
奉
戴
し
な
い
も
の

で
あ
り
、
祭
り
は
数
年
と
も
た
ず
に
取
り
や

め
と
な
っ
た
事
例
も
あ
る
▼
社
会
の
生
活
様
式

や
自
然
環
境
の
大
き
な
変
化
を
乗
り
越
え
る

た
め
に
は
、地
域
が
協
力
し
、共
通
の
祈
り
を

捧
げ
る
本
来
の
祭
り
の
継
承
が
、よ
り
大
き
な

意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。	

（
長
）
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祭
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八
月
七
日
午
後
八
時
よ
り
筑
前
大
島
の
当
大
社

中
津
宮
境
内
を
流
れ
る
天
の
川
を
挟
ん
で
祀
ら
れ
て

い
る
末
社
牽
牛
社
と
織
女
社
に
お
い
て
七
夕
祭
が
斎

行
さ
れ
る
。

こ
の
七
夕
の
物
語
や
風
俗
は
、中
国
古
来
の
伝
説

と
乞き

巧こ
う

奠で
ん（
※
手
芸
や
裁
縫
の
上
達
を
願
う
儀
式
）の

風
俗
と
が
伝
来
し
、我
が
国
固
有
の
棚た

な

織ば
た

女つ
め（
※
年
に

一
度
、水
辺
の
機
屋
で
神
と
と
も
に
一
夜
を
過
ご
す

聖
な
る
乙
女
）に
関
す
る
信
仰
に
習
合
さ
れ
た
と
す

る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

同
社
に
お
け
る
七
夕
神
事
は『
正
平
年
中
行
事
』

（
一
三
四
六
）に「
七
夕
虫
振
神
事
」と
あ
り
牽
牛
社
、

織
女
社
に
参
籠
し
、水
に
映
る
姿
に
よ
っ
て
男
女
の
縁

を
定
め
る
信
仰
が
記
さ
れ
て
お
り
、ま
た
福
岡
の
儒

学
者
貝
原
益
軒
が
著
し
た『
筑
前
國
續
風
土
記
』で

い
う
よ
う
に
早
く『
石い

わ
み
の
じ
ょ

見
女
式し

き
ず
い
の
う

髓
腦
』や『
古
今
集
榮

雅
抄
』の
歌
論
書
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
少
な
く
と

も
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
る
信
仰
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
上
の
両
著
は
京
で
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、当
宮
の
七
夕
信
仰
は
古
く
か
ら
中
央
に
ま
で

そ
の
名
の
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

現
在
の
摂
末
社
に
は
織
幡
神
社
、縫
殿
神
社
が
あ

り
、古
記
に
よ
る
と
応
神
天
皇
の
御
代
、中
国
よ
り

帰
化
し
た
阿あ

知ち

使の

主お
み

が
遣
わ
さ
れ
た
呉
國
か
ら
筑
紫

に
帰
還
し
た
際
、天
皇
と
宗
像
大
神
に
織
女（
兄え

媛ひ
め

）

を
献
上
し
た
と
さ
れ
、爾
来
宗
像
大
神
は
機
織
の
業

に
深
い
縁
故
を
有
し
、織
縫
の
技
は
大
神
の
奉
仕
か

ら
起
っ
て
各
地
に
伝
播
し
た
と
あ
る
。
こ
の
御
由
緒

か
ら
も
当
地
が
当
時
の
一
大
産
業
で
あ
る
機
織
業
を

早
く
か
ら
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　

昭
和
一
六
年
に
同
宮
に
参
拝
さ
れ
た
武
田
祐
吉
文

学
博
士
は
境
内
に
立
た
れ「
織
女
社
」「
牽
牛
社
」「
天

の
川
」「
か
さ
さ
ぎ
橋
」の
神
聖
さ
を
見
ら
れ
、日
本

の
七
夕
信
仰
は
こ
こ
に
始
ま
る
、と
さ
れ
て

＂ い
か
な
れ
ば
　
と
だ
え
そ
め
け
む
天
の
川
　

あ
ふ
せ
に
わ
た
す
　
か
さ
さ
ぎ
の
は
し 

＂ 

と
詠
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
の
物
語
・
風
俗
が
筑
前
大
島
に
は
今
も
形

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

中
津
宮
七
夕
祭

中津宮七夕祭



中
津
宮
が
奉
仕
す
る
七
夕
祭
の
他
、
関
連

す
る
イ
ベ
ン
ト
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

七
夕
祭
当
日
は
、島
内
の
子
供
た
ち
や
有
志

一
同
で
作
成
し
た「
竹
あ
か
り
の
鳥
居
」

（
※
上
記
写
真
）の
他
に
も
多
く
の
竹
あ
か
り

で
境
内
を
美
し
く
彩
り
ま
す
。
是
非
大
島
ま

で
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

★�

大
島
七
夕
マ
ン
ス（
七
月
七
日
～
八
月
七
日
）、

八
月
七
日
に
向
け
て
、島
内
を
七
夕
の
装
飾
で

彩
っ
て
い
ま
す
。

・
中
津
宮
に
て
七
夕
特
別
ご
朱
印
を
授
与

・�

島
内
各
所
に
七
夕
短
冊
を
設
置
渡
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

で
販
売

・
天
の
川
で
願
い
を
込
め
る「
祈
り
星（
ガ
ラ
ス
玉
）」

★
七
夕
ま
つ
り（
八
月
七
日
）

・
出
展
・
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト��

十
六
：
三
〇
～

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
元
気
な
島
づ
く
り
事
業
推
進
協
議
会
事
務
局

　
〇
九
四
〇
―
七
二
―
二
二
一
一

※
大
島
発
二
十
一
時
の
臨
時
便
が
出
航
し
ま
す
。

七
夕
関
連
の
お
知
ら
せ
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古
代
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
会
場
に

多
彩
な
ア
ー
ト
作
品
が
並
び
ま
す

宗
像
の
自
然
・
歴
史
・
文
化
・
風
土
・
景
観
な
ど

を
活
か
し
た
ア
ー
ト
作
品
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、

多
彩
な
表
現
分
野
の
作
家
た
ち
が
手
が
け
、会
場
を

巡
り
な
が
ら
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

・
石
原
稔
久
×iim

a

（
陶
芸
家
×
音
楽
ユ
ニ
ッ
ト
／
福
岡
）

・
浦
川
大
志（
作
家
／
福
岡
）

・
ザ
イ
・
ク
ー
ニ
ン（
現
代
美
術
家
／
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）

・
渋
田
薫（
現
代
美
術
家
／
京
都
）

・
戸
室
太
一（
建
築
家
／
東
京
）

・
中
林
丈
治（
彫
刻
家
／
神
奈
川
）

・
橋
本
次
郎（
音
楽
家
／
兵
庫
）

・
吉
田
重
信（
現
代
美
術
家
／
福
島
）

七
月
十
五
日
、午
後
二
時
よ
り
中
津
宮
末
社
須
賀

神
社
に
お
い
て
祇
園
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。
当
日
は
薄

雲
が
掛
か
る
も
晴
天
と
な
り
、暑
さ
厳
し
い
天
候
の

中
、大
島
山
笠
保
存
会
会
長
を
始
め
法
被
姿
の
子
供

か
ら
大
人
ま
で
多
く
の
島
民
が
参
集
し
、滞
り
な
く

祭
典
は
納
め
ら
れ
た
。
祭
典
後
に
は
山
笠
二
基
、子

供
山
笠
二
基
が
熱
気
を
帯
び
た
奉
仕
者
に
よ
っ
て
勇

壮
に
島
内
を
巡
行
し
た
。
沿
道
で
各
家
々
か
ら
力
水

を
掛
け
ら
れ
る
と
更
に
勢
い
を
増
し
、大
き
な
掛
け

声
と
と
も
に
駆
け
回
り
各
巡
行
道
で
大
い
に
賑
わ
い

を
見
せ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
四
年
振
り
の
開
催
と

な
っ
た
直
会
に
も
多
く
の
氏
子
が
参
列
し
賑
や
か
に

執
り
行
わ
れ
、コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
の
制
限

の
無
い
通
常
開
催

と
な
っ
た
本
年
の

大
島
祇
園
山
笠
は

終
了
し
た
。

世
界
遺
産
宗
像 

宗
像
み
あ
れ
芸
術
祭
２
０
２
３ 

作
家
決
定

中
津
宮
祇
園
祭

宗像みあれ芸術祭2023・中津宮祇園祭
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八
月
十
九
日
午
前
十
時
、
J

A
長
野
八
ヶ
岳
、

J

A
松
本
ハ
イ
ラ
ン
ド
、
J

A
あ
づ
み
な
ど
の
J

A

長
野
県
グ
ル
ー
プ
と
長
野
県
松
本
市
の
観
光
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
課
、フ
ジ
ド
リ
ー
ム
エ
ア
ラ
イ
ン
ズ
等
、

長
野
県
産
農
産
物
・
観
光
関
係
に
携
わ
る
諸
団
体
よ

り
信
州
り
ん
ご
と
高
原
野
菜
が
奉
納
さ
れ
る
。

こ
の
奉
納
は
平
成
二
十
四
年
に
山
の
ま
ち「
松
本
」

と
海
の
ま
ち「
宗
像
」で
交
流
を
深
め
よ
う
と
は
じ

め
ら
れ
た
。
過
去
三
回
は
秋
に「
シ
ナ
ノ
ス
イ
ー
ト
」

と「
シ
ナ
ノ
ゴ
ー
ル
ド
」の
二
種
類
で
あ
っ
た
が
、こ
の

度
は
夏
の
時
期
と
い
う
こ
と
で「
夏
り
ん
ご
」で
あ
る

「
シ
ナ
ノ
リ
ッ
プ
」、「
サ
ン
つ
が
る
」と
信
州
の
高
原

野
菜「
レ
タ
ス
」、「
白
菜
」合
わ
せ
て
約
一
五
◯
個
が

奉
納
さ
れ
る
。

「
シ
ナ
ノ
リ
ッ
プ
」と
は
平
成
三
十
年
に
品
種
登
録

さ
れ
た
長
野
県
生
ま
れ
の
新
し
い
品
種
で
甘
味
、酸

味
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、歯
切
れ
の
い
い
食
感
で
果
汁

が
多
く
、み
ず
み
ず
し
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

当
日
は
ご
参
拝
の
皆
様
に
も「
シ
ナ
ノ
リ
ッ
プ
」、

「
サ
ン
つ
が
る
」、「
レ
タ
ス
」の
三
種
類
合
わ
せ
て
約

三
◯
◯
個
の
お
裾
分
け
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
の
で

是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、今
後
の
天
候
状
況

に
よ
っ
て
内
容
が
変
更
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

長
野
県
産
　

信
州
り
ん
ご
・
高
原
野
菜
奉
納
式

長
く
続
い
た
梅
雨
も
明
け
、

青
空
の
似
合
う
季
節
が
や
っ

て
参
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
暑
い
日
が
続
き
ま
す
の

で
、
皆
さ
ま
ど
う
か
ご
自
愛
く
だ
さ
い
▼
今
年
は
六

月
か
ら
暑
さ
が
絶
え
ず
続
い
て
お
り
、
冷
房
が
欠
か

せ
な
い
と
い
う
ご
家
庭
も
多
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

そ
ん
な
時
は
ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
近
く
の
海
に
出
向
き
、

波
の
音
を
聴
き
な
が
ら
星
空
に
想
い
を
馳
せ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
▼
海
と
い
え
ば
、
宗
像
大
社

の
三
社
の
う
ち
二
社
は
海
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
こ
と

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？「
神
宿
る
島 

沖
ノ
島
」と「
神

護
る
島 

大
島
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
島
に
沖
津
宮
、中
津
宮

と
位
置
し
て
お
り
、
長
女
さ
ま
次
女
さ
ま
が
鎮
座
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
▼
そ
ん
な
大
島 

中
津
宮
で
す

が
、
七
夕
伝
説
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
お
り
、
境
内

に
は「
天
の
川
」と
呼
ば
れ
る
川
が
流
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
伝
説
に
倣
い
、
今
月
七
日
二
十
時
に
は
七
夕
に

関
し
た
祭
典
が
催
行
さ
れ
ま
す
▼
先
月
七
日
か
ら
今

月
七
日
ま
で
期
間
限
定
で
七
夕
の
御
朱
印
も
授
与
し

て
お
り
ま
す
の
で
お
時
間
ご
ざ
い
ま
す
方
は
是
非
、

足
を
運
ば
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 

（
優
）

シナノリップ サンつがる

5
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6

能
登
半
島
視
察
記
③

寺じ

家け

遺
跡
は
、古
代
気け

多た

神
社
の
様
子
や
、同
神

社
を
支
え
た
祭
祀
集
団
の
実
態
を
考
古
学
的
に
示

す
貴
重
な
遺
跡
で
、
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

発
掘
調
査
で
六
世
紀
～
一
四
世
紀
前
半
ま
で
の
遺
構

や
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、遺
跡
の
主
体
は
八

～
九
世
紀
で
あ
る
。

遺
跡
中
央
部
で
確
認
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
の
竪

穴
建
物
群
か
ら
は
、海
獣
葡
萄
鏡
・
素
文
鏡
・
三
彩

陶
器
・
皇
朝
銭
・
ガ
ラ
ス
坩
堝
な
ど
の
祭
祀
遺
物
が

出
土
し
た
。
ガ
ラ
ス
坩
堝
は
ガ
ラ
ス
生
産
を
示
す
も

の
で
、そ
の
生
産
は
当
時
、飛あ

す
か鳥
池い

け

工
房
遺
跡
の
よ

う
に
宮
殿
・
都
城
に
深
く
関
わ
る
官
営
工
房
と
し
て

管
理
さ
れ
て
い
た
。
ガ
ラ
ス
坩
堝
は
、寺
気
遺
跡
に
、

中
央
の
官
営
工
房
か
ら
工
人
が
技
術
と
と
も
に
招
か

れ
、ガ
ラ
ス
工
房
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
以
上

か
ら
、同
建
物
群
一
帯
は
国
家
の
関
与
の
も
と
、神

祇
祭
祀
と
そ
の
準
備
や
生
産
に
専
従
し
た「
神か

ん
べ戸
」

集
落
が
展
開
し
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。

八
世
紀
後
半
、こ
の
竪
穴
建
物
群
は
掘
立
柱
建
物

に
建
て
替
え
再
編
さ
れ
、九
世
紀
に
は
大
型
掘
立
柱

建
物
を
中
心
と
す
る
施
設
群
に
さ
ら
に
再
編
さ
れ
た

こ
と
も
判
明
し
、多
く
の
祭
祀
遺
物
と
と
も
に
出
土

し
た「
宮
厨
」「
宮
」「
司
」「
司
舘
」の
墨
書
土
器
か

ら
、当
時
、神
饌
や
祭
宴
の
準
備
を
行
う「
宮
厨
」や

「
宮
司
舘
」を
備
え
た
中
枢
施
設
群
が
整
備
さ
れ
た

こ
と
も
判
っ
た
。
施
設
群
の
南
に
は
製
塩
・
鍛
冶
・

菜
園
な
ど
の
生
産
遺
構
も
見
つ
か
っ
た
。

遺
跡
北
側
の
八
世
紀
後
半
の「
大
型
焼
土
遺
構
」

は
、強
く
被
熱
し
た
明
赤
色
の
粘
土
遺
構
で
、海
岸

神
宝
館
だ
よ
り
76

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより

砂
丘
上
に
山
砂
を
、そ
の
上
に
粘
土（
焼
土
層
）を
広

範
囲
に
敷
き
詰
め
て
、燃
焼
の
た
め
の
場
を
人
為
的

に
設
け
て
い
る
。
焼
土
層
は
二
層
以
上
重
な
り
、間

に
炭
や
灰
の
層
が
な
い
こ
と
か
ら「
粘
土
面
の
設
置

→
燃
焼
行
為
→
清
掃
行
為
→（
複
数
回
の
繰
り
返
し
）

→
粘
質
砂
土
に
よ
る
被
覆
」と
い
う
一
連
の
祭
祀
行

為
を
伴
う
祭
祀
空
間
が
こ
の
エ
リ
ア
で
形
成
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
寺
家
遺
跡
の
文
献
上
の
初
見
は『
万

葉
集
』に
み
え
る
、七
四
八
年
大
伴
家
持
の
能
登
国

巡
行
、「
気
太
神
宮
」参
拝
で
、本
遺
跡
は
、こ
の
記

述
を
は
じ
め
文
献
史
料
と
考
古
学
的
成
果
の
整
合

性
が
高
い
点
も
非
常
に
重
要
と
い
え
る
。	

（
福
）

図４　古代寺家遺跡の主要な成果

※参考資料：
①『史跡寺家遺跡保存管理計画書』（２０１４年、羽咋市教育委員会）
②中野知幸「古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多大社」
（２０２２年、沖ノ島と関連遺産群特別研究事業第3回国際検討会報告書）

古代寺家遺跡の主要な成果（参考資料②から転載）

大型焼土遺構（上図の祭祀地区）
山砂と紅い粘土焼土層は外部調達とみられる



宗
像
に
住
み
五
十
年
　
多
く
の
友
と
米
寿
迎
え
る	

秋
𠮷
　
喜
範

長
い
年
月
宗
像
で
暮
ら
す
作
者
。
た
く
さ
ん
の
友
人
を
得
て
楽
し
い
日
々
を
過
ご
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

三
句
が
足
り
な
い
の
で
〈
こ
こ
で
得
し
〉
と
入
れ
て
は
。

ト
リ
モ
チ
の
樹
を
飛
降
り
て
足
に
竹
刺
さ
り
し
兄
は
も
う
風
と
な
る	

早
川
　
祥
三

亡
く
な
っ
た
兄
を
偲
ぶ
歌
。
幼
少
時
の
思
い
出
の
中
に
ま
だ
兄
は
生
き
て
い
る
。
結
句
は
〈
風
と
な
り

た
り
〉
と
す
る
と
印
象
が
強
く
な
る
。

玄
海
の
風
を
た
く
み
に
利
用
し
て
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
は
飛
ん
で
き
た
り
ぬ	

佐
々
木
和
彦

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
渡
海
に
感
動
し
た
作
者
。
二
句
以
下
を
〈
風
に
た
く
み
に
乗
り
て
来
し
ア
サ
ギ
マ
ダ

ラ
が
わ
が
庭
を
飛
ぶ
〉
と
「
わ
が
」
を
入
れ
る
と
作
者
の
実
感
が
強
く
出
る
。

お
ー
い
ま
だ
和
議
は
な
ら
ぬ
か
ま
だ
な
の
か
夏
至
も
う
す
ぐ
と
雲
は
告
げ
て
い
る	

山
﨑
　
公
俊

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
戦
争
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
ま
す
ま
す
混
迷
を
深
め
て
い
る
よ
う
だ
。
夏
至

は
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
本
当
に
和
議
が
早
く
で
き
て
欲
し
い
も
の
だ
。

運
転
士
に
な
る
の
が
夢
の
五
歳
児
は
す
や
す
や
昼
寝
お
も
ち
ゃ
の
電
車
と	

堺
　
　
玲
子

五
歳
児
ら
し
い
夢
を
も
つ
子
は
昼
寝
を
す
る
と
き
も
お
気
に
入
り
の
電
車
を
そ
ば
か
ら
離
さ
な
い
の

だ
。
平
穏
な
午
後
の
ひ
と
と
き
が
素
直
に
詠
ま
れ
て
い
て
好
感
が
持
て
る
。

虹
色
の
尻
尾
だ
け
出
し
隠
れ
た
る
と
か
げ
も
日
か
げ
が
恋
し
い
季
節	

本
田
エ
リ
ナ

背
中
か
ら
尾
に
か
け
て
き
れ
い
な
虹
色
に
光
る
と
か
げ
は
若
い
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
だ
そ
う
だ
。
き
つ
い
陽

射
し
を
避
け
て
隠
れ
て
い
る
つ
も
り
の
と
か
げ
が
可
愛
ら
し
く
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

や
わ
ら
か
に
光
る
若
葉
は
幼
子
の
声
な
く
笑
う
頬
に
似
て
い
る	

吉
﨑
美
沙
子

機
嫌
よ
く
笑
う
幼
児
の
頬
の
よ
う
な
無
傷
の
若
葉
を
想
像
す
る
。
若
葉
に
は
産
毛
に
似
た
細
か
い
毛
が

あ
っ
た
り
、
ど
こ
か
幼
児
の
心
と
体
の
柔
ら
か
さ
に
通
じ
る
よ
う
だ
。

梅
雨
さ
な
か
白
き
円
錐
天
を
指
し
人
知
れ
ず
咲
く
南
天
の
花	

東
　
　
雅
子

南
天
の
花
の
形
状
を
よ
く
表
し
た
歌
。
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
白
い
円
錐
状
の
花
は
天
と
会
話
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

木
漏
れ
日
の
子
安
地
蔵
に
遊
び
け
り	

早
川
　
祥
三

孫
の
居
ぬ
い
ま
パ
ソ
コ
ン
を
つ
か
ひ
ま
せ
う
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
見
せ
よ
と
言
は
れ
ぬ
う
ち
に

炎
帝
に
も
の
み
な
乾
く
ま
な
つ
び
を
栗
の
み
ど
り
の
毬
ふ
と
り
ゆ
く

◆ 

選 

者 

詠

宗
像
大
社
歌
会
詠
草
■
大
西
晶
子
選
　
■
毎
月
25
日
〆
切（
順
不
同
）

第
７
４
４
回

第
７
１
４
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
五
年
六
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円

　
　
　
　			

ム
ラ
サ
キ
テ
ン
ニ
ョ	

三
〇
、〇
〇
〇
円

北
九
州
市	

㈱
ス
エ
ヒ
ロ	

一
〇
、〇
〇
〇
円

出
雲
市	

堀
江
　
秋
佳

五
、〇
〇
〇
円

川
西
市	

上
田
　
侑
吾

桐
生
市	

諸
岡
　
和
子

渋
谷
区	

本
多
　
真
美

千
葉
市	

池
田
　
一
仁

豊
中
市
　
　
㈱
シ
ャ
ン
グ
リ
・
ラ

長
崎
市	

木
山
　
美
穂

八
王
子
市	

番
場
　
嘉
雄

広
島
市
　
　	

こ
こ
ぺ
り
は
う
す

福
岡
市	

伊
藤
　
浩
司

福
津
市	

井
澤
咲
恵
子

山
口
市	

藤
井
　
　
楓	

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

福
津
市	

大
庭
　
悦
子	

二
、〇
〇
〇
円

朝
倉
市	

矢
野
　
宙
之

大
阪
市	

新
潟
美
代
子

岡
山
市	

荒
木
　
一
雄

三
条
市	

坂
内
　
章
浩

新
宿
区	

山
崎
紗
由
香

中
津
市		

耶
馬
の
白
酒
酒
造
元
・
し
ま
ざ
わ

成
田
市	

荒
井
　
　
清

福
津
市	

山
下
　
武
彦
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編
集
中
、
沖
ノ
島
に
勤
務
し
て

い
た
が
無
風
で
あ
っ
た
日
が
数
日
続
き
、
扇
風
機

の
前
か
ら
動
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
エ
ア
コ

ン
の
あ
る
生
活
の
有
難
さ
を
身
に
染
み
て
感
じ
た

▼
七
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
各
地
で
気
温

が
上
昇
し
猛
暑
日
が
続
い
た
。
熱
中
症
ア
ラ
ー
ト

も
発
令
さ
れ
外
で
の
活
動
に
危
険
を
及
ぼ
す
暑
さ

と
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
迎
え
る
八
月
は
ど
の
よ
う

な
暑
さ
に
な
っ
て
い
く
の
か
恐
怖
す
ら
覚
え
た
。

海
外
で
も
五
〇
℃
を
観
測
す
る
地
点
や
、
熱
波
で

人
が
死
亡
す
る
ニ
ュ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
▼
一

昔
前
は
三
〇
℃
を
超
え
る
と
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
た

気
が
す
る
が
、
今
や
平
気
で
超
え
、
四
〇
℃
に
迫

る
気
温
で
あ
る
。
年
々
暑
く
な
る
夏
に
真
正
面
か

ら
立
ち
向
か
う
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
で

も
涼
が
ほ
し
い
と
感
じ
た
勤
務
で
あ
っ
た
。	

（
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	 中津宮七夕祭	 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
	 於：宗像護国神社	 午後７時
────────────────────
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