
神
道
は「
空
間
の
信
仰
」

と
い
わ
れ
る
。
古
代
、日
本
人
は
ど
の
よ
う
な
場

所
に
神
聖
な
る
も
の
を
感
じ
、ど
の
よ
う
な
自
然

環
境
に
神
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
▼
宗
像
信
仰
の
中

心
で
あ
る
沖
ノ
島
は
、島
全
体
が
原
始
林
に
蔽
わ

れ
、頂
の
一
ノ
岳
に
は
、巨
大
で
剥
き
出
し
の
岩

頭
が
聳
え
る
。
沖
ノ
島
は
、島
そ
の
も
の
が
御
神

体
で
あ
り
、巨
大
な
磐い

わ
く
ら座

だ
と
言
え
る
。
近
く
に

小
屋
島
と
い
う
岩
島
が
あ
る
。古
代
、御
神
体
島

で
あ
る
沖
ノ
島
へ
の
入
島
は
畏
れ
多
く
、こ
の
小

屋
島
に
お
い
て
神
の
島
を
拝
し
た
と
思
わ
れ
る
。

又
、
辺
津
宮
の
高
宮
祭
場
で
は
未
だ
社
殿
は
無

く
、神
の
依
代
と
し
て
の
神ひ

も
ろ
ぎ籬

を
神
座
と
し
、祭

祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
磐
座
・
神
籬
を

神
坐
す
処
と
し
た
両
空
間
は
、
古
代
日
本
人
の

神
観
念
や
信
仰
形
態
を
知
る
上
で
極
め
て
稀
有

な
神
域
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
▼
先
般
、あ
る

新
聞
の
コ
ラ
ム
に
お
い
て「
神
社
参
道
論
」な
る
記

事
を
拝
見
し
た
。
執
筆
者
の
持
論
と
し
て「
神
社

の
参
道
は
長
い
ほ
ど
有
難
く
、宗
像
大
社
は
本
殿

ま
で
の
参
道
が
短
い
た
め
、有
難
み
を
感
じ
な
い
」

と
いっ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
当
社
を
比
較
対
象
と

し
て
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か 

甚
だ
疑
問
で
は

あ
る
が
、一
面
的
で
神
社
を
見
る
の
で
は
な
く
、

古い
に
し
えよ
り
繋
い
で
き
た「
悠
久
の
空
間
」に
思
い
を

馳
せ
、神
々
の
息
吹
を
感
じ
て
頂
き
た
い
。（
床
）

中
津
宮
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祭

宗
像
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あ
れ
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二
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宗
像
護
国
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社
戦
没
者
慰
霊
祭 

斎
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宝
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だ
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み
こ
こ
ろ
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祭



八
月
七
日
、午
後
八
時
よ
り
中
津
宮
末

社
牽
牛
神
社
、織
女
神
社
に
て
七
夕
祭
が

斎
行
さ
れ
た
。
境
内
は
、多
く
の
七
夕
飾

り
や
竹
灯
籠
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
多
く
の

参
拝
者
で
賑
わ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り

中
断
さ
れ
て
い
た
七
夕
踊
り
や
緑
地
公
園

で
の
イ
ベ
ン
ト
も
四
年
振
り
に
行
わ
れ
た
。

大
島
は
、七
夕
伝
説
発
祥
の
地
と
言
わ

れ
て
お
り
、神
事
は
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
る

こ
と
が
出
来
る
。
伝
説
で
は
、渡
唐
し
た

青
年
が
織
女
を
連
れ
て
帰
国
す
る
際
恋
仲

に
な
る
も
の
の
、そ
の
後
離
れ
離
れ
に
な

り
、織
女
を
忘
れ
ら
れ
な
い
青
年
は
神
の

お
告
げ
に
よ
り
中
津
宮
に
詣
で
天
の
川
に

盥た
ら
いを
浮
か
べ
水
鏡
に
写
る
織
女
と
の
逢
瀬

を
楽
し
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

他
に
も
宗
像
に
は
、織
工
女
の
話
が
伝

わ
る
。
日
本
書
紀
に
は
、応
神
天
皇
の
命

に
よ
り
呉
国
に
渡
っ
た
阿
知
使
主
が
応
神

天
皇
四
十
一
年（
三
一
〇
）に
兄
媛
、
弟

媛
、呉
織
、穴
織
の
縫
工
女
を
連
れ
帰
り
、

そ
の
内
兄
媛
を
宗
像
大
神
に
献
じ
た
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、先
の
伝
説
よ

り
数
百
年
前
の
話
で
あ
る
が
七
夕
伝
説
へ

の
関
わ
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

竹
灯
籠
に
つ
い
て

こ
の
度
境
内
を
彩
っ
た「
竹
灯
籠
」は
、

島
内
の
氏
子
は
じ
め
子
供
た
ち
に
参
加
し

て
も
ら
い
作
成
し
た
。
作
成
に
際
し
て
、

日
本
初
・
世
界
初
の
竹
あ
か
り
総
合
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
集
団「C

H
IK

A
K

EN

」に
お

手
伝
い
い
た
だ
い
た
。

「C
H

IK
A

K
EN

」は 

＂自
分
た
ち
の

ま
ち
は
、
自
分
た
ち
で
灯
す＂ 

と
し
て

十
五
年
以
上
に
渡
り
、竹
あ
か
り
を
作
成

し
灯
し
て
き
た
集
団
で
あ
り
、竹
あ
か
り

が
新
た
な
日
本
の
文
化
と
し
て
、希
望
の

灯
火
と
し
て
、一
〇
〇
年
後
の
未
来
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。（
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
）

https://chikaken.com
/

C
H

IK
A

K
EN

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ



十
月
一
日
よ
り
開
催
の「
宗
像
み
あ
れ
芸
術
祭

二
〇
二
三
」に
先
立
ち
、宗
像
の
海
の
神
様
へ
想
い
を

馳
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
新
し
い
芸
術
体
験
の
ひ
と
つ

と
し
て
力
強
く
、心
躍
る
津
軽
三
味
線
と
和
太
鼓
の

演
奏
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

奏
者
は
日
本
古
来
の
自
然
観
を
受
け
継
ぎ
世
界
に

つ
な
ぐ
、
津
軽
三
味
線
奏
者
の
山
口
ひ
ろ
し
氏
と
、

障
が
い
者
長
崎
打
楽
団
・
瑞
宝
太
鼓
と
な
っ
て
い
る
。

古
く
か
ら
続
い
て
き
た
こ
こ
ろ
の
祭
り「
み
あ
れ
祭
」

そ
し
て
、「
宗
像
み
あ
れ
芸
術
祭
」に
向
け
て
奏
者
た

ち
の
共
演
を
、ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

●
会
　
期

九
月
十
五
日（
金
）　
十
八
時
三
十
分
　
開
演

福
岡
銀
行
F

F

G
ホ
ー
ル
　

福
岡
市
中
央
区
天
神
二
―
十
三
―
一

九
月
十
六
日（
土
）　
十
四
時
　
　
　
　
開
演

宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス・ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
　

宗
像
市
久
原
四
〇
〇

●
入
場
料
　
一
　
　
般

：
三
、〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　
小
・
中
学
生
：
一
、〇
〇
〇
円

●
曲
　
目（
予
定
）


打
楽
、津
軽
あ
い
や
節
、津
軽
じ
ょ
ん
か
ら
節
、照
、

千
本
桜
　
ほ
か

　
※
曲
目
・
曲
順
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

●
出
演
者

　
津
軽
三
味
線
　
山
口
ひ
ろ
し



国
内
外
の
み
な
ら
ず
外
務
省
他
か
ら
の
依
頼
に
よ

り
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
北
米
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ・
ア
フ

リ
カ
等
で
公
演
。
邦
楽
の
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
共
演
も
多

く
、豊
か
な
音
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
に
表
現
し
て
い
る
。
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
も
各
地
で

開
催
し
、
楽
し
い
語
り
口
と
共
に
津
軽
三
味
線
本

来
の
音
色
を
力
強
く
、繊
細
に
伝
え
て
い
る
。

　
津
軽
三
味
線
　
宮
沢
莉
乃
音



四
歳
の
時
、知
人
の
紹
介
で
津
軽
三
味
線
と
出
会

い
興
味
を
持
ち
、三
味
線
の
音
色
と
日
本
文
化
の

深
さ
に
惹
か
れ
る
。
山
口
ひ
ろ
し
氏
に
師
事
。

　
和
太
鼓
　
瑞
宝
太
鼓



社
会
福
祉
法
人
南
高
愛
隣
会
が
掲
げ
る『
生
き
る

誇
り
へ
の
、挑
戦
』を
自
ら
体
現
す
る
知
的
障
が
い

の
あ
る
当
事
者
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
プ
ロ
の
和

太
鼓
集
団
。

●
お
問
い
合
わ
せ

島
田
建
築
設
計
事
務
所（
古
島
）

　
　
　
　
　
　
　

〇
九
二
―
七
二
二
―
三
三
一
〇

宗
像
み
あ
れ
芸
術
祭
二
〇
二
三
　
開
催
記
念

　
神
迎
え
　
海
と
未
来
を
繋
ぐ
　
津
軽
三
味
線
×
和
太
鼓

宗像みあれ芸術祭ホームページ
https://miare-art.com/

宗像みあれ芸術祭二〇二三
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八
月
十
五
日
午
後
五
時
よ
り
、宗
像
市
・
福
津
市

そ
れ
ぞ
れ
の
遺
族
連
合
会
関
係
者
が
参
列
の
も
と
宗

像
護
国
神
社
慰
霊
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

同
社
は
宗
像
市
・
福
津
市
の
日
清
・
日
露
戦
争
に

至
る
ま
で
の
記
念
碑
を
戦
後
、宗
像
郡
遺
族
連
合
会

が
譲
り
受
け
て
、更
に
大
東
亜
戦
争
の
銘
碑
を
建
て

て
、
英
霊
の
平
安
を
祈
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
御
祭
神

は
二
、五
七
六
柱
の
英
霊
の
御
霊
を
お
祀
り
し
て
い
る
。

こ
の
神
社
は
昭
和
三
十
八
年
に
宗
像
大
社
の
準
末
社

と
し
て
鎮
祭
さ
れ
、
当
時
、
宗
像
市
東
郷
に
あ
っ
た

忠
魂
碑
境
内
が
買
収
さ
れ
る
に
伴
い
現
在
の
宗
像
市

田
島
の
旌
忠
社
跡
に
鎮
座
し
た
。
昭
和
三
十
八
年
四

月
五
日
に
地
鎮
祭
を
斎
行
。
同
年
十
月
十
六
日
に
御

遷
霊
祭
、同
年
十
月
十
七
日
に
御
鎮
座
大
祭
並
び
に

郡
合
同
慰
霊
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

同
社
で
は
ほ
か
に
、
四
月
二
日
に
春
季
大
祭
、
十

月
三
日
に
秋
季
大
祭
、ま
た
毎
月
一
日
は
月
命
日
祭

を
斎
行
し
、
御
霊
が
安
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
祈
り
、

英
霊
た
ち
の
尊
い
犠
牲
の
上
に
今
日
の
平
和
が
あ
る

こ
と
に
感
謝
の
誠
を
捧
げ
て
い
る
。

日
本
に
は「
二
十
四
節
気
」・「
五
節
句
」の
ほ
か
に

「
雑
節
」と
呼
ば
れ
る
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
よ
り

的
確
に
掴
む
為
に
設
け
ら
れ
た
、特
別
な
暦
日
が
あ

る
。一
般
的
に
は
、節
分
・
彼
岸
・
社
日
・
八
十
八
夜
・

入
梅
・
半
夏
生
・
土
用
・
二
百
十
日
・
二
百
二
十
日
の

九
つ
あ
る
。

こ
の
中
で
も
、二
百
十
日
の
厄
日
は
立
春
か
ら
数
え

て
二
百
十
日
目
の
日
を
指
し
、「
八
朔
」（
旧
暦
の
八
月

一
日
）と「
二
百
二
十
日
」と
と
も
に
、農
家
の
三
大
厄

日
と
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
日
は
季
節
の
移
り
変
わ

り
の
目
安
と
な
る「
季
節
点
」と
さ
れ
、台
風
の
襲
来

も
相
ま
っ
て
天
気
が
荒
れ
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

宗
像
で
は
、六
月
中
旬
に
田
植
え
が
行
わ
れ
、そ

れ
か
ら
九
月
中
旬
か
ら
十
月
中
旬
の
稲
刈
り
を
目
指

し
て
、そ
の
間
約
三
か
月
に
渡
り
稲
の
管
理
を
行
う
。

台
風
や
大
雨
は
、
農
家
の
方
々
に
と
っ
て
大
切
な
農

作
物
に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
厄
日

を
無
事
平
穏
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
祈
念
す
る
祭

り
が「
風
鎮
祭
」で
、当
社
で
は
毎
年
九
月
一
日
に
農

業
関
係
者
参
列
の
も
と
斎
行
し
て
い
る
。

二
十
四
節
気

立
春
、
春
分
、
夏
至
な
ど
、
季
節
を
表
す
言
葉
。

一
年
を
春
夏
秋
冬
の
四
つ
に
分
け
、さ
ら
に
そ
れ
を

六
つ
に
分
け
た
も
の
が
二
十
四
節
気
で「
節せ

つ

ま
た
は

節せ
っ
き気

」と「
中ち

ゅ
う

ま
た
は
中ち

ゅ
う
き気

」が
交
互
に
あ
る
。
旧
暦

の
閏
月
を
設
け
る
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
中
気
の
な

い
月
を
閏
月
と
し
て
い
ま
し
た
。
二
十
四
節
気
は
、

そ
の
年
に
よ
っ
て
一
日
程
度
前
後
す
る
こ
と
が
あ
る
。

五
節
句

人
日（
一
月
七
日
）、
上
巳（
三
月
三
日
）、
端
午

（
五
月
五
日
）、
七
夕（
七
月
七
日
）、
重
陽（
九
月
九

日
）の
五
つ
の
節
句
が
あ
る
。
古
来
よ
り
、季
節
の
節

目
に
、
神
様
に
お
供
え
物
を
し
、
家
族
・
親
戚
が
集

ま
り
、無
病
息
災
、豊
作
、子
孫
繁
栄
な
ど
を
願
う

日
の
こ
と
。

宗
像
護
国
神
社
戦
没
者
慰
霊
祭 

斎
行

風
　
鎮
　
祭

5

宗像護国神社戦没者慰霊祭斎行・風鎮祭



6

宗む
な
か
た像
大だ

い
ぐ
う
じ

宮
司
氏う

じ

貞さ
だ

手て

負お
い

注ち
ゅ
う
も
ん文

宗
像
社
と
人
（々
三
）

宗
像
大だ

い
ぐ
う
じ

宮
司
家
の
特
徴
と
し
て
、

神
官
で
あ
り
武
士
で
も
あ
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
宮
司
は
先
に

見
て
き
た
よ
う
な
神
職
・
僧
職
の
人
々

の
長
で
あ
る
と
同
時
に
、武
士
団
の
長

と
し
て
家
臣
団
を
擁
し
て
い
た
。

写
真
は
宗
像
大
宮
司
氏
貞
手
負
注

文
の
一
部
。
手
負
注
文
と
は
戦
の
後
、

味
方
の
負
傷
や
戦
果
を
書
き
上
げ
た

文
書
で
、永え

い
ろ
く禄
三（
一
五
六
〇
）年
の
戦

に
際
し
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
の
は
い
ず
れ
も

氏
貞
の
家
臣
。
深
田
氏
、許
斐
氏
、占

部
氏
、石
松
氏
、吉
田
氏
は
そ
れ
ぞ
れ

古
文
書
に
武
士
と
し
て
の
活
動
が
見

え
る
。
こ
の
時
の
戦
で
受
け
た
傷
は

「
槍や

り

傷
」「
石
傷
」、か
ら
だ
の
複
数
箇
所
に
傷
を
負
っ

た
者
も
あ
り
、生
々
し
い
戦
の
様
子
が
窺
い
知
れ
る
。

こ
れ
ら
の
家
臣
の
中
に
は
神
職
と
し
て
活
動
し
て

い
た
者
も
あ
り
、『
宗
像
軍
記
』に
は
、大
友
側
の
武

士
に「
宗
像
大
宮
司
の
長

袖
烏え

ぼ

し
帽
子
の
ヘ
ロ
ヘ
ロ
矢
、

何
ほ
ど
の
事
あ
ら
ん
」と

嘲
ら
れ
た
宗
像
の
武
士
が

「
神
職
の
者
の
射
た
る
矢
、

た
つ
か
た
た
ぬ
か
う
け
て

見
よ
、是こ

れ

神じ
ん
ず
う通

の
鏑

か
ぶ
ら

矢や

な

り
」と
述
べ
て
見
事
に
敵

を
射い

ぬ貫
く
と
い
う
場
面
が

あ
る
。
こ
れ
は
後
世
の
創

作
で
、い
か
に
も
軍
記
物

ら
し
い
華
々
し
い
場
面
で

あ
る
が
、神
職
と
武
士
と

い
う
両
方
の
立
場
を
強
調

す
る
書
き
ぶ
り
に
は
、
宗

像
大
宮
司
家
と
そ
の
家
臣

の
特
徴
が
よ
く
表
さ
れ
て

い
る
。	

（
津
）

神
宝
館
だ
よ
り
77

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

日
中
は
汗
ば
む
暑
さ
が
続

い
て
い
ま
す
が
、朝
夕
は
過

ご
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
ど
う
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
▼
コ
ロ
ナ
が
治
ま
っ
た
今
、
宗
像
大
社
に

は
国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
か
ら
お
参
り
に
来
る
方
が

と
て
も
増
え
ま
し
た
。
以
前
の
よ
う
な
賑
わ
い
が
戻
っ

て
き
て
い
る
ん
だ
な
と
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

先
月
、久
し
ぶ
り
に
県
外
へ
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

商
店
街
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
が
、食
べ
歩
き
を
し
て

い
る
人
を
多
く
見
か
け
ま
し
た
▼
そ
の
土
地
な
ら
で

は
の
料
理
や
、
流
行
り
の
ス
イ
ー
ツ
な
ど
商
店
街
の

賑
わ
っ
て
い
る
雰
囲
気
の
な
か
で
食
べ
る
と
よ
り
い
っ

そ
う
美
味
し
く
感
じ
る
と
思
い
ま
す
▼
宗
像
大
社
で

は
、四
月
よ
り
参
拝
に
来
る
方
の
為
の
休
憩
所「
む
な

か
た
茶
愉
」が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
▼
中
に
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
ス
イ
ー
ツ
や
ド
リ
ン
ク
な
ど
を
楽
し
め
る
カ

フ
ェ
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
八
月
か
ら
新
し

く
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
や
お
好
み
の
ソ
ー
ス
を
選
べ
る

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
、
厄
を
消
し
去
る
と
い
う
思
い
を

込
め
た「
茶
愉
け
し
餅
」も
販
売
し
て
お
り
ま
す
▼
宗

像
大
社
内
で
の
食
べ
歩
き
も
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
境
内
の
景
色
を
楽
し
み
が
ら
召
し
上
が
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？	

（
三
）



返
却
は
必
要
な
い
よ
と
貸
し
た
本
あ
な
た
が
逝
く
と
は
思
い
も
せ
ず
に	

堺
　
　
玲
子

思
い
が
け
な
い
友
人
の
逝
去
が
、
貸
し
た
本
と
い
う
具
体
で
衝
撃
の
強
さ
が
浮
か
ぶ
一
首
に
な
っ
た
。

気
軽
に
言
っ
た
言
葉
が
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
り
そ
う
だ
。

野
の
草
に
同
じ
と
思
ひ
引
き
抜
き
し
一
握
の
草
に
ハ
ー
ブ
が
匂
ふ	

佐
々
木
和
彦

間
違
っ
て
ハ
ー
ブ
ま
で
抜
い
て
し
ま
っ
た
作
者
。
草
の
匂
い
に
惜
し
む
気
持
ち
が
出
て
い
る
。
単
純
化

し
て
〈
野
の
草
と
思
ひ
て
抜
き
し
一
束
に
ハ
ー
ブ
の
香
り
が
強
く
匂
へ
り
〉。

妻
の
杖
で
石
鎚
山
に
這
つ
上
る
昔
語
に
甦
る
祖
母	

早
川
　
祥
三

夫
人
の
杖
を
借
り
て
山
に
登
っ
た
ら
祖
母
の
昔
語
り
を
思
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
少
し
分

り
難
い
の
で
〈
妻
の
杖
借
り
石
鎚
山
に
這
い
登
る
昔
語
り
の
祖
母
の
ご
と
く
に
〉
と
。

キ
ャ
ン
ベ
ラ
へ
親
善
の
た
め
訪
問
し
初
め
て
見
た
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス	

秋
𠮷
　
嘉
範

南
十
字
星
の
思
い
出
。
十
字
星
の
描
写
が
あ
る
と
更
に
印
象
的
に
な
る
の
で
〈
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
親
善
訪

問
で
初
め
て
見
た
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
の
す
ず
し
き
光
〉
と
し
て
は
い
か
が
。

ど
こ
ぞ
で
は
条
約
の
名
が
和
で
は
な
く
怨
だ
そ
う
だ
よ
遠
い
遠
い
愛	

山
﨑
　
公
俊

こ
の
う
た
の
条
約
は
韓
国
あ
た
り
の
も
の
か
、
終
戦
後
の
講
和
条
約
の
な
名
に
怨
の
字
が
つ
く
ほ
ど
戦

争
の
残
す
傷
は
ふ
か
い
。
こ
な
れ
た
口
語
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
内
容
は
重
い
。

歩
き
つ
つ
ひ
と
り
し
り
と
り
今
日
は
す
る
同
じ
言
葉
に
ゆ
き
つ
く
け
れ
ど	

吉
﨑
美
沙
子

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
中
の
こ
と
か
と
想
像
し
た
。
一
人
し
り
と
り
な
の
で
ど
う
し
て
も
発
想
が
同
じ
道
筋
を

通
り
が
ち
な
の
だ
。
ま
た
同
じ
言
葉
に
た
ど
り
着
い
た
と
嘆
く
作
者
が
面
白
い
。

ど
こ
か
ら
か
青
ガ
エ
ル
庭
に
住
み
着
い
て
豪
雨
の
夜
は
子
守
唄
歌
う	
本
田
エ
リ
ナ

青
ガ
エ
ル
の
声
を
子
守
歌
と
聞
く
作
者
は
蛙
に
家
族
の
よ
う
な
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
豪

雨
の
夜
に
蛙
の
声
は
聴
こ
え
る
だ
ろ
う
か
、
四
句
は
〈
雨
降
る
夜
〉
く
ら
い
に
。

麻
の
れ
ん
水
無
月
と
な
り
設
え
て
心
の
う
ち
を
衣
替
え
す
る	

東
　
　
雅
子

部
屋
の
模
様
替
え
を
し
て
気
分
も
あ
ら
た
に
暑
い
夏
の
日
々
を
む
か
え
る
作
者
だ
。
初
句
と
二
句
を
入

れ
替
え
〈
水
無
月
と
な
り
麻
の
れ
ん
設
え
て
〉
と
す
る
と
読
み
易
く
な
る
。

迫
出
し
た
大
樟
心
字
池
涼
し	

早
川
　
祥
三

こ
れ
こ
そ
が
豪
雨
と
降
る
中
ワ
イ
パ
ー
を
最
速
に
し
て
亀
の
ご
と
ゆ
く

お
し
や
べ
り
な
孫
の
去
り
た
る
一
人
居
の
家
に
入
り
く
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

◆ 

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
５
回

第
７
１
５
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
五
年
七
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円

世
田
谷
区	

葦
津
　
嘉
雄	

三
〇
、〇
〇
〇
円

北
九
州
市	

久
野
　
友
二	

一
〇
、〇
〇
〇
円

北
九
州
市	

大
塚
　
満
浩

福
岡
市	

入
江
　
隆
文

江
戸
川
区	

河
辺
　
𠮷
幸

墨
田
区	

島
田
　
鋭
子	

川
西
市	

上
田
　
侑
吾

五
、〇
〇
〇
円

横
浜
市	

馬
場
　
陽
子

横
浜
市	

宮
内
奈
都
子

見
附
市	

小
林
　
和
人

松
山
市	

宮
内
　
忠
泰

廿
日
市	

山
内
　
博
幸

仙
台
市	

齋
藤
　
淑
子

周
南
市	

兼
重
　
吉
伸

さ
い
た
ま
市	

島
村
　
英
司

稲
沢
市	

村
松
由
季
子	

三
、〇
〇
〇
円

鹿
児
島
市	

田
畑
美
由
紀

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

糸
島
市	

國
分
　
一
美	

二
、〇
〇
〇
円

福
岡
市	

大
野
　
正
博

福
岡
市	

菊
池
　
麻
美

生
駒
郡	

大
野
　
尚
子

生
駒
郡	

大
野
　
雅
司

由
布
市	

北
野
　
精
治

港
　
区	

竹
林
　
立
子

練
馬
区	

山
田
　
耕
平

杉
並
区	

亀
山
　
祐
子

下
関
市	

藤
井
　
智
信

久
留
米
市	

松
隈
　
浩
志

京
都
市
　		

知
公
智
之
・
登
紀
子

板
野
郡	

小
林
　
大
介

お詫びと
訂正

葉
月（
第
７
５
１
号
）7
ペ
ー
ジ
記
載
の
お
名
前
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
誤
） 

秋
吉　
喜
範　
　
（
正
） 

秋
吉　
嘉
範

7

歌会詠草　御造営奉賛者御芳名
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八
月
、
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

「
第
一
〇
五
回
全
国
高
校
野
球
選
手
権
記
念
大
会
」（
夏

の
甲
子
園
）。
そ
ん
な
中
、
神
社
対
抗
の
「
第
四
〇
回

東
西
神
社
人
野
球
大
会
」
が
伊
勢
の
地
に
於
い
て
開
催

さ
れ
、
太
宰
府
天
満
宮
と
宗
像
大
社
の
合
同
チ
ー
ム
に

て
出
場
し
た
。
参
加
チ
ー
ム
は
他
に
、
伊
勢
の
神
宮
、

熱
田
神
宮
、
東
京
都
、
兵
庫
県
の
各
神
社
に
奉
仕
す

る
人
間
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま

れ
甲
子
園
に
も
負
け
ず
と
も
劣
ら
ず
の
熱
戦
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た
▼
コ
ロ
ナ
に
よ
り
五
年
振
り
の
開
催
と

な
っ
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
、
参
加
者
一
同

は
話
が
尽
き
な
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
様
々
な
事
象
が

オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
形
で
可
能
に
な
っ
た
社
会
で
は

あ
る
が
、
直
接
対
面
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

ど
れ
だ
け
人
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
か
を
感
じ
さ
せ

ら
れ
た
野
球
大
会
で
あ
っ
た
。	

（
黒
）

編
集
後
記

９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
　　　　風鎮祭
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮・第三宮祭
────────────────────
23日	 秋季皇霊殿遙拝式	 午前10時
────────────────────
30日	 秋季大祭宵宮祭	 午後	6	時
────────────────────
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