
こ
の
た
び
能
登
地
方
を
震

源
と
す
る
大
規
模
地
震
に
よ
り
犠
牲
と
な
ら
れ
た

方
々
に
心
よ
り
お
悔
み
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、被

災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
被
災
地
域
の
み
な
さ
ま
の
安
全
確
保
、そ
し
て

一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
衷
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

近
年
は
世
界
中
で
起
こ
る
自
然
災
害
の
ニ
ュ
ー
ス

を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
昨
年
の
五
月

に
、イ
タ
リ
ア
の
エ
ミ
リ
ア
・
ロ
マ
ー
ニ
ャ
州
が
酷
い

豪
雨
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う

か
。
十
四
の
川
が
氾
濫
し
洪
水
と
土
砂
災
害
に
よ
り

一
万
三
千
人
余
り
の
人
々
が
避
難
を
強
い
ら
れ
た
。

そ
の
影
響
で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
F
１
ロ
マ
ー
ニ
ャ

G

P
が
中
止
に
な
っ
た
▼
以
前「
よ
て
き
」で
取
り

上
げ
た
F
１
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
角
田
裕
毅
を
覚
え
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
彼
も
同
時
期
に
こ
の
街
に
滞
在
し
て

い
た
。
レ
ー
ス
関
係
者
が
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
安
否
確
認

の
際
に
彼
を
見
つ
け
た
時
、角
田
は
誰
に
促
さ
れ
わ

け
で
も
な
く
ス
コ
ッ
プ
を
手
に
取
り
一
人
で
土
砂
の

撤
去
作
業
を
し
て
い
た
。
自
国
民
で
も
な
い
彼
が

率
先
し
て
奉
仕
活
動
を
し
て
い
る
姿
。日
本
人
に
と
っ

て
は
当
た
り
前
の
よ
う
な
行
動
で
あ
る
が
、海
外
で

は
異
質
な
光
景
に
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
▼
こ
の
行
動

に
日
本
人
は
苦
難
の
時
に
は
分
け
与
え
支
え
あ
う

精
神
に
溢
れ
て
い
る
と
賞
賛
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
出
光
佐
三
が
大
切
に
し
て
い
た「
互
譲
互
助
」

の
精
神
が
み
え
た
瞬
間
で
あ
る
。

（
宗
）

令
和
六
年 

正
月

ど
ん
ど
焼
き

感
謝
状
贈
呈

節
分
祭
・
造
営
日
記

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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辺
　
津
　
宮

令
和
六
年
元
旦
午
前
零
時
、大
晦
日
の
夜
よ
り
の

降
雨
、強
風
と
不
安
定
な
天
候
の
な
か
新
年
を
迎
え

た
。
神
門
の
開
門
と
と
も
に
辺
津
宮
本
殿
の
前
は
一

瞬
に
し
て
参
拝
者
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、参
道
に
で
き
た

列
は
第
一
駐
車
場
ま
で
続
い
た
。
早
朝
に
は
雨
が
上
が

り
天
候
が
回
復
し
、
近
年
稀
に
み
る
暖
冬
で
の
正
月

を
迎
え
、境
内
は
多
く
の
参
拝
者
の
姿
が
あ
っ
た
。

午
前
九
時
に
宗
像
大
社
氏
子
会
城
野
正
雄
会
長
、

宗
像
大
社
氏
子
青
年
会
郭
会
長
ほ
か
七
名
の
参
列
の

な
か
歳
旦
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。
三
が
日
で
延
べ
八
万
人

の
方
が
訪
れ
、賑
や
か
に
新
年
の
幕
開
け
を
迎
え
た
。

中
　
津
　
宮

筑
前
大
島
に
鎮
座
す
る
中
津
宮
。
島
内
の
氏
子
ら

参
列
の
も
と
、
中
津
宮
は
じ
め
御
嶽
神
社
や
島
内
に

鎮
座
す
る
神
社
に
て
歳
旦
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。
大
島

は
島
民
を
は
じ
め
帰
省
者
ら
が
参
拝
に
訪
れ
、
和
や

か
な
雰
囲
気
の
中
で
の
新
年
と
な
っ
た
。

沖
　
津
　
宮

玄
界
灘
の
沖
ノ
島
に
鎮
座
す
る
沖
津
宮
。
神
職
が

交
代
で
奉
仕
し
て
お
り
、た
だ
一
人
静
寂
の
中
、新
年

を
迎
え
た
。

宗
像
大
社
の
三
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
で
新
し
き

年
を
迎
え
た
。
こ
の
一
年
変
わ
る
こ
と
な
く
祭
典
が

斎
行
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
姿
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
す
、

連
綿
と
紡
い
で
き
た
歴
史
で
あ
り
こ
れ
か
ら
も
絶
や

す
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
い
く
。

新
し
き
年
の
初
め
の
初
春
の

　
今
日
降
る
雪
の
い
や
重
け
吉
事

大
伴
家
持

令和六年　正月



一
月
十
四
日
、神
湊
に
鎮
座
す
る
津
加
計
志
神
社
、

ま
た
江
口
に
鎮
座
す
る
辻
八
幡
宮
に
お
い
て「
ど
ん

ど
焼
き
」が
執
り
行
わ
れ
た
。

一
般
的
に
一
月
一
日
を
大お

お
し
ょ
う
が
つ

正
月
と
い
う
の
に
対
し
、

一
月
十
五
日
を
小こ

し
ょ
う
が
つ

正
月（
旧
暦
で
の
新
年
）と
い
い
、

全
国
で
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
る
。
中
で
も
正
月
に

飾
っ
た
門
松
や
し
め
飾
り
を
持
ち
寄
っ
て
燃
や
す
ど

ん
ど
焼
き
は「
ど
ん
と
焼
き
、ど
ん
ど
ん
焼
き
、左さ

義ぎ

長ち
ょ
う」等
呼
び
方
は
様
々
だ
が
、全
国
各
地
で
行
わ
れ
る

小
正
月
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
行
事
は
、「
正

月
に
降
り
て
き
た
年
神
様
が
、ど
ん
ど
焼
き
の
忌
火

に
のっ
て
天
上
に
帰
っ
て
行
く
」と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

津
加
計
志
神
社
・
辻
八
幡
宮
の
ど
ん
ど
焼
き
は
、

神
社
に
納
め
ら
れ
た
旧
年
の
神
札
・
御
守
の
御
神
威

を
元
の
神み

く
ら坐
に
お
返
し
す
る
神
事「
古
札
焼
納
祭
」

の
側
面
も
あ
り
、各
神
社
の
境
内
に
設
け
ら
れ
た
祭

場
に
お
い
て
、当
社
神
職
の
奉
仕
の
も
と
、神
々
の
ご

加
護
を
感
謝
す
る
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
、次
に
昇
神
の

儀
が
執
り
行
わ
れ
、
引
き
続
き
古
い
神
札
・
御
守
・

正
月
飾
り
が
忌
火
に
よ
り
焼
納
さ
れ
た
。

近
年
、ど
ん
ど
焼
き
は
、都
市
部
で
の
土
地
の
問

題
や
近
隣
住
民
か
ら
の
苦
情
に
よ
り
、除
夜
の
鐘
同

様
中
止
に
追
い
込
ま
れ
る
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。
年

末
年
始
の
情
緒
あ
る
伝
統
行
事
の
風
景
が
見
ら
れ
な

く
な
る
事
は
、寂
し
い
限
り
で
あ
る
。

津
加
計
志
神
社

　
宗
像
市
神
湊
九
五
一
に
鎮
座
す
る
。
御
祭
神
は 

宗
像
三
女
神
。
例
祭
日
は
九
月
十
五
日
。

辻
八
幡
宮

宗
像
市
江
口
一
二
八
四
に
鎮
座
す
る
。
御
祭
神
は

大お
お
さ
さ
ぎ
の
み
こ
と

鷦
鷯
命
。
例
祭
日
は
十
二
月
十
五
日
。
縁
起
に
よ

る
と
辻
原
社
、辻
原
明
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

両
宮
共
に
月
次
祭
を
は
じ
め
年
間
の
祭
典
を
当
社

よ
り
神
職
が
出
向
し
て
奉
仕
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た

江
口
地
区
の
氏
子
は
十
二
月
に
斎
行
さ
れ
る
古
式
祭

の
特
殊
神
饌
に
て
使
用
さ
れ
る
ゲ
バ
サ
モ
を
納
め
る

役
割
を
担
っ
て
お
り
、
同
日
に
は
辻
八
幡
宮
に
て
古

式
祭（
霜
月
祭
）が
行
わ
れ
て
い
る
。

津
加
計
志
神
社

辻
八
幡
宮
　
ど
ん
ど
焼
き

津加計志神社

辻八幡宮

津加計志神社 辻八幡宮 どんど焼き

4



昨
年
十
月
二
十
九
日
沖
中
両
宮
秋
季
大
祭
終
了

後
、沖
津
宮
遙
拝
所
の
片
付
け
を
し
て
い
た
奉
賛
会

の
藤
島
一
政
氏
、田
志
正
弘
氏
、田
志
龍
吉
氏
の
三

名
が
人
命
救
助
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
一
月
十
五

日
の
中
津
宮
月
次
祭
終
了
後
、宗
像
警
察
署
長
よ
り

感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
た
。

節
分
と
は
季
節
の
分
か
れ
目
を
指
す
言
葉
で
、立

春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
の
前
日
の
事
を
言
う
・「
立

春
を
も
っ
て
年
と
り
」と
言
わ
れ
る
様
に
旧
暦
で
は

立
春
を
一
年
の
始
め
と
し
て
お
り
春
の
節
分
を
特
に

重
視
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
で
は
立
春
の
前
日
の

み
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
立
春
に
は
冬

と
春
が
ぶ
つ
か
り
あ
い
、邪
気
が
発
す
る
と
い
わ
れ
、

立
春
の
前
日
、季
節
を
分
け
る
節
分
の
日
に
、災
難

を
除
き
、邪
気
を
追
い
払
う
追
儺
神
事
が
節
分
祭
で

あ
る
。
当
社
で
は
古
式
に
則
り
、鳴め

い
げ
ん弦

の
儀（
弓
で
邪

気
を
射
祓
う
）、豆
打
ち
式
が
執
り
行
わ
れ
、一
年
の

厄
除
、災
難
消
除
、延
命
招
福
が
祈
念
さ
れ
る
。節分祭　　2月3日（土）11時　

　　　　　宗像大社辺津宮本殿
豆打ち式　節分祭終了後、境内特設舞台にて

国
庫
補
助
事
業

辺
津
宮
末
社
保
存
修
理
工
事

昨
年
の
六
月
に
仮
殿
遷
座
祭
を
斎
行
し
、工
事

が
進
め
ら
れ
て
き
た
末
社
で
あ
る
が
、当
初
計
画

の
宇
生
神
社
・
政
所
神
社
に
加
え
、十
一
月
か
ら

は
百
大
神
社
・
二
柱
神
社
の
保
存
修
理
も
行
っ
た
。

四
社
は
二
月
中
旬
頃
に
は
引
き
渡
さ
れ
、三
月
一

日
に
本
殿
遷
座
祭
の
斎
行
を
予
定
し
て
い
る
。

造
営
日
記
57

沖
中
両
宮
奉
賛
会
会
員

宗
像
警
察
署
よ
り
感
謝
状
贈
呈

節
分
祭

開
運
・
厄
除
け
を
祈
る
神
事

5

感謝状贈呈・節分祭・造営日記



6

能
登
半
島
視
察
記
⑤

震
災
か
ら
一
か
月
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、被
災
者
の

皆
様
に
は
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、一
刻

も
早
い
復
旧
、復
興
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

能
登
の
史
跡
、
名
所
、
景
観
を
見
て
風
土
に
触
れ
、

学
ん
だ
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
引
き
続
き
報
告
し
、

能
登
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
ま
い
り
ま
す
。

視
察
の
二
日
目
、八
月
十
一
日
は
寺じ

け家
遺
跡
に
続

く
視
察
の
メ
イ
ン
、舳へ

倉ぐ
ら
じ
ま島
渡
島
で
、朝
か
ら
島
へ
渡

り
四
時
間
ほ
ど
島
内
を
見
て
回
る
計
画
だ
っ
た
。
輪

島
港
か
ら
島
ま
で
の
フ
ェ
リ
ー
は
天
候
不
良
で
数
日

欠
航
が
続
い
て
い
た
。
運
行
可
否
は
当
日
の
朝
発
表

さ
れ
る
た
め
、前
日
か
ら
視
察
団
一
行
は
心
配
し
て

い
た
。
結
局
、
運
航
は「
巻
き
返
し
」の
運
行
と
な

る
。
波
は
高
い
が
、お
盆
に
向
け
て
島
民
を
輪
島
に

連
れ
て
く
る
た
め
に
船
を
出
し
、島
に
着
い
た
ら
直

ぐ
に
引
き
返
し
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々

は
上
陸
が
難
し
く
と
も
貴
重
な
体
験
を
得
ら
れ
る

と
考
え
て
乗
船
す
る
こ
と
に
し
た
。

舳
倉
島
は
輪
島
沖
約
五
十
㎞
の
海
上
に
あ
り
、周

囲
四
㎞
、標
高
は
最
も
高
い
と
こ
ろ
で
十
二・四ｍ
と

非
常
に
平
坦
な
島
で
あ
る
。
海
女
漁
の
島
と
し
て
知

ら
れ
、輪
島
の
海あ

ま
ま
ち

士
町
の
人
々
は
八
十
八
夜
か
ら
秋

の
彼
岸
ま
で
島
に
住
ん
で
漁
を
し
、秋
か
ら
冬
は
海

士
町
へ
戻
っ
て
行
商
な
ど
の
稼
ぎ
を
し
て
い
た
。
舳

倉
島
は
近
世
初
頭
に
宗
像
の
鐘
崎
の
海
女
が
渡
っ
て

き
た
島
と
し
て
有
名
で
あ
る
。	

（
福
）

※
参
考
資
料
：
楠
本
正『
玄
界
の
漁
労
民
俗	

労
働
・
く
ら
し
・

	

海
の
神
々
』(

１
９
９
３
年
、海
鳥
社)
	

小
嶋
芳
孝「
舳
倉
島
と
能
登
」（
１
９
９
０
年
、網
野
善
彦
編

	『
日
本
海
と
北
国
文
化
』	

海
と
列
島
文
化
１
、小
学
館
）	

ほ
か

神
宝
館
だ
よ
り
82

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

新
年
が
明
け
、早
く
も
一
カ

月
が
経
と
う
と
し
て
お
り

ま
す
。
皆
さ
ま
、い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？
▼

梅
の
花
も
咲
き
ほ
の
か
な
香
り
も
漂
う
季
節
と
な
り

ま
し
た
。コ
ロ
ナ
禍
も
落
ち
着
き
、各
地
で
地
域
の
祭

り
や
行
事
が
以
前
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
賑
わ
い
を
見

せ
て
お
り
ま
す
。
年
始
は
、
多
く
の
参
拝
者
の
方
に

お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
露
店
も
た
く
さ
ん
並
ん

で
お
り
、
人
出
の
戻
り
を
実
感
し
ま
し
た
▼
当
社
で

は
、二
月
三
日
に
節
分
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
節
分
は
、

年
の
変
わ
り
目
に
邪
気
を
払
う
こ
と
で
無
病
息
災
を

願
う
行
事
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
十
一
時
か
ら
の
祭

典
後
に
は
境
内
に
て
豆
打
ち
式
も
行
い
ま
す
の
で
皆

さ
ま
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
▼
ま
た
、
私
は
奉
職
し

て
初
め
て
の
年
越
し
と
な
り
ま
し
た
。
日
々
、
先
輩

方
か
ら
培
っ
た
知
識
を
も
と
に
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

四
月
か
ら
は
、
後
輩
も
で
き
る
の
で
お
手
本
と
な
れ

る
よ
う
に
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す

▼
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
ま
だ
流
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
お
体
に
気
を
付
け
て
健
や
か
に

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。	

（
野
）

七ッ島・舳倉島位置図

定期船「希
のぞ み
海」で舳倉島へ。

85分の船旅である。



沁
込
ん
だ
傷
痍
軍
人
父
の
闇
欄
間
で
睨
む
金
鵄
勲
章	

早
川
　
祥
三

傷
痍
軍
人
の
父
の
苦
が
家
に
浸
み
込
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
た
作
者
な
の
か
。
下
の
句
は
よ
く
分
か
ら

な
か
っ
た
が
、
父
が
授
与
さ
れ
た
金
鵄
勲
が
欄
間
に
飾
ら
れ
て
い
た
と
読
ん
だ
。

ラ
ン
タ
ナ
の
技
よ
り
の
び
る
蜘
蛛
の
糸
風
の
吹
く
た
び
白
く
光
り
ぬ	

佐
々
木
和
彦

ラ
ン
タ
ナ
は
花
の
可
愛
ら
し
い
、
鉢
植
え
な
ど
に
す
る
植
物
。
そ
こ
に
か
か
る
蜘
蛛
の
糸
を
作
者
は
見

た
の
だ
。
観
察
眼
が
効
い
た
、
感
覚
の
繊
細
さ
が
見
え
る
美
し
い
一
首
だ
。

常
夏
の
ハ
ワ
イ
へ
の
旅
ワ
イ
キ
キ
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
踊
る
フ
ラ
ダ
ン
ス	

秋
𠮷
　
嘉
範

作
者
の
大
切
な
旅
の
思
い
出
。
フ
ラ
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
の
が
作
者
な
ら
結
句
を「
踊
っ
た
フ
ラ
ダ
ン
ス
」、

見
た
だ
け
な
ら
「
見
た
フ
ラ
ダ
ン
ス
」
と
し
た
い
。

わ
が
庭
の
満ど
う
だ
ん点
星つ
つ
じの
燃
え
る
赤
画
像
送
り
ぬ
季
節
の
便
り	

萩
原
　
　
勉

満
天
星
つ
つ
じ
の
紅
葉
は
鮮
や
か
で
温
か
い
感
じ
だ
。
作
者
は
庭
で
紅
葉
し
た
満
天
星
の
写
真
を
親
し

い
人
に
送
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
句
は
〈
季
節
の
便
り
と
〉
と
し
て
は
。

し
み
じ
み
と
詠
み
た
い
も
の
を
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
多
く
て
咆
吼
に
な
る	

山
﨑
　
公
俊

普
段
は
温
厚
な
作
者
が
歌
を
詠
も
う
と
胸
の
内
を
覗
く
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
で
の
戦
争
へ
の
怒
り

が
こ
み
あ
げ
て
来
て
静
か
な
言
葉
で
は
収
ま
ら
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。

寄
る
辺
な
き
我
を
訪
ね
て
は
る
ば
る
と
那
覇
よ
り
来
た
る
初
老
の
人
よ	

本
田
エ
リ
ナ

訪
ね
て
来
て
く
れ
た
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
「
は
る
ば
る
」
に
籠
っ
て
い
る
。
四
句
切
れ
に
し
て
〈
～

那
覇
よ
り
来
た
り
初
老
の
人
は
〉
と
す
る
と
感
謝
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

ゆ
る
や
か
な
時
を
愉た
の
し
む
小
津
映
画
”倍
速
“
と
や
ら
の
流は

や行
る
令
和
で	
東
　
　
雅
子

令
和
の
若
者
た
ち
は
映
画
を
見
る
時
も
時
間
を
惜
し
む
の
か
、
早
回
し
で
見
る
の
が
流
行
っ
て
い
る
ら

し
い
。
そ
ん
な
時
代
だ
が
作
者
は
小
津
映
画
の
緩
や
か
な
時
間
を
楽
し
む
の
だ
。

持
病
あ
る
と
医
師
に
閉
院
告
げ
ら
れ
て
目
と
目
を
合
わ
す
黙
す
ほ
か
な
く	

吉
﨑
美
沙
子

ド
ク
タ
ー
が
病
み
、
馴
染
み
の
医
院
が
閉
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
衝
撃
を
受
け
た
作
者
だ
ろ
う
。

初
句
は
〈
持
病
持
つ
と
〉
と
す
る
と
閉
院
の
理
由
が
よ
り
よ
く
分
か
る
。

「
生
き
て
い
る
」
突
然
出
て
き
た
ひ
と
り
ご
と
手
術
が
終
わ
り
目
が
覚
め
た
と
き	

堺
　
　
玲
子

手
術
の
麻
酔
か
ら
醒
め
た
作
者
の
実
感
が
声
に
な
っ
て
出
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
独
り
言
が
初
句
に
置
か

れ
た
こ
と
で
実
感
が
よ
く
出
た
一
首
に
な
っ
て
い
る
。

継
ぐ
炭
の
遅
き
に
埋
火
が
熾お
こ

る	

早
川
　
祥
三

み
る
か
ら
に
お
つ
さ
ん
顔
の
と
ら
猫
が
庭
に
き
て
鳴
く
恋
の
季
節
と

キ
ャ
ッ
チ
し
た
と
き
は
た
し
か
に
福
だ
つ
た
節
分
祭
で
ま
か
れ
た
る
飴

◆ 

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
５
０
回

第
７
２
０
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
五
年
十
二
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

一
〇
、〇
〇
〇
円

鹿
島
市	

髙
木
美
和
子

羽
曳
野
市	

谷
口
商
事
㈱

大
阪
市	

藤
田
　
大
作	

五
、〇
〇
〇
円

市
原
市	

井
口
　
博
彦

筑
紫
野
市	

岩
谷
　
良
一

長
崎
市	

熊
　
　
信
也

高
松
市	

谷
　
　
益
美

大
牟
田
市	

中
村
　
洋
子

千
代
田
区	

三
好
　
麻
紀	

三
、〇
〇
〇
円

糸
島
市	

國
分
　
一
美

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

二
、〇
〇
〇
円

伊
勢
市	

河
野
　
　
訓

安
城
市	

鈴
木
　
常
司

台
　
湾	

古
　
　
麒
正

お
知
ら
せ

古
い
お
札
・
御
守
り
等
の
お
預
か
り
に
つ
い
て

正
月
三
が
日
お
よ
び
一
月
中
は
、
祈
願
殿
横
の
特
設
テ
ン
ト
に
て
、	

古
い
お
札
、お
守
り
を
は
じ
め
神
縁
品
を
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
し
た
。

二
月
か
ら
は
、本
殿
の
お
守
り
授
与
所
の
前
に
お
預
か
り
す
る
為
の
古
札

返
納
箱
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
の
で
そ
ち
ら
に
、お
返
し
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、社
務
所（
〇
九
四
〇
‐
六
二‐一
三
一
一
）ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7
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小
生
が
出
向
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
団
体
に
「
福
岡
県
神
道
青
年
会
」
が
あ
る
。

県
内
四
十
歳
以
下
の
神
職
で
構
成
さ
れ
、
外
部
よ
り

講
師
を
お
呼
び
し
研
修
会
な
ど
を
開
催
し
同
士
と
と

も
に
研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。
こ
の
団
体
は
本
年
度
で

創
立
七
十
周
年
を
迎
え
る
▼
ま
た
「
神
道
青
年
全
国

協
議
会
」
と
い
う
全
国
単
位
の
組
織
も
あ
り
、
こ
ち

ら
は
次
年
度
創
立
七
十
五
周
年
を
迎
え
る
。
四
十
七

都
道
府
県
各
地
に
青
年
神
職
の
仲
間
た
ち
が
各
神
社

の
奉
仕
に
併
せ
、
様
々
な
青
年
会
と
し
て
の
活
動
を

展
開
し
て
い
る
▼
こ
の
度
の
能
登
半
島
で
起
き
た
地

震
で
は
、
被
災
地
域
に
神
社
も
入
っ
て
い
る
。
社
会

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
で
あ
り
、
心
の
拠
り
所
で
あ

る
神
社
。「
青
年
神
職
は
汗
を
か
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
」
―
―
折
々
で
、
先
輩
方
か
ら
言
わ
れ
る
言
葉
で

あ
る
。
要
請
が
あ
っ
た
際
に
は
、
県
下
青
年
神
職
一

丸
と
な
っ
て
被
災
地
の
為
に
汗
を
か
き
た
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　
────────────────────
３日	 節分祭	 午前11時
	 豆打ち式　	 節分祭終了後
────────────────────
11日	 紀元祭	 午前11時
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮第三宮祭
────────────────────
17日	 祈年祭	 午前11時
────────────────────
23日	 天長祭	 午前11時
────────────────────
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