
神
宮
式
年
遷
宮
と
は
、

二
十
年
に
一
度
宮み

や
ど
こ
ろ処

を
改
め
、
古
例
の
ま
ま
に
社

殿
や
御
装
束
神
宝
を
は
じ
め
全
て
を
新
し
く
し

て
、
御
神
体
を
新
宮
へ
お
遷
し
す
る
神
宮
最
大
の

重
儀
で
あ
る
。
現
在
、御
正
宮
が
建
つ
場
所
の
隣
に

は「
古こ

で
ん
ち

殿
地
」と
言
わ
れ
る
次
の
遷
宮
の
際
に
、新

た
に
社
殿
を
建
立
す
る
敷
地
が
あ
る
▼
昨
年
十
二

月
に
福
岡
県
神
道
青
年
会
の
事
業
の
一
環
と
し
て
、

神
宮
参
拝
並
び
古
殿
地
清
掃
奉
仕
が
行
わ
れ
た
▼

現
在
の
古
殿
地
は
平
成
五
年
か
ら
平
成
二
十
五
年

ま
で
の
二
十
年
間
、御ご

し
ょ
う
ぐ
う

正
宮
が
建
っ
て
い
た
場
所
で
、

次
の
式
年
遷
宮
で
は「
新し

ん
み
し
き
ち

御
敷
地
」と
な
る
。
も
ち

ろ
ん
普
段
は
神
宮
の
神
職
し
か
立
ち
入
る
事
の
で

き
な
い
場
所
で
あ
る
が
、ご
厚
意
に
よ
り
清
掃
奉

仕
を
許
さ
れ
た
▼
当
日
は
、う
っ
す
ら
と
白
み
が
か
っ

た
神
聖
な
空
間
に
陽
の
光
が
差
し
込
み
、
神
々
し

さ
を
感
じ
た
。
多
く
の
杉
の
落
葉
を
拾
い
集
め
な

が
ら
も
、横
を
向
け
ば
間
近
に
迫
る
御
正
宮
は
悠

久
の
歴
史
を
感
じ
る
厳
か
さ
と
と
も
に
、二
十
年

毎
に
斎
行
さ
れ
る
式
年
遷
宮
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、

新
し
い
美
し
さ
も
兼
ね
備
え
て
い
た
▼
現
在
の
古

殿
地
に
再
度
足
を
踏
み
入
れ
る
機
会
が
あ
る
と
す

れ
ば
三
十
年
以
上
も
先
の
事
に
な
る
。
そ
の
時
間

の
長
さ
を
考
え
る
と
こ
の
度
の
ご
奉
仕
は
非
常
に

感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
▼
神
宮
が
体
現
す
る「
日

本
の
こ
こ
ろ
」に
触
れ
、美
し
い
自
然
に
包
ま
れ
た

御
神
域
の
清
浄
な
る
空
気
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、

神
に
仕
え
る
者
と
し
て
の
原
点
に
立
ち
返
る
事
が

で
き
た
一
日
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　

 （
武
）

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
支
援

氏
貞
公
墓
前
祭

宗
像
祖
霊
社 
春
季
大
祭

春
季
大
祭 

ご
案
内

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

3・245５677

　
目
　
次

令
和
六
年  

弥
生 

７
５
８
号
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令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
　

古
き
縁
に
よ
り
輪
島
市
海
士
町
を
直
接
支
援

織幡神社（鐘崎）境内に立てられている海女の像
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元
日
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
に
対
し
、当
社

で
は
本
殿
前
に
被
災
地
の
神
社
復
興
募
金
を
設
置
し

て
い
た
が
、こ
の
度
、石
川
県
輪
島
市
海あ

士ま

町ま
ち

へ
の
義

援
金
箱
を
新
た
に
設
置
し
た
。

海
士
町
は
現
在
も
海
女
漁
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る

が
、「
海
女
発
祥
の
地
」と
さ
れ
る
宗
像
市
鐘
崎
の
海

女
た
ち
が
海
の
幸
を
求
め
て
移
住
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。『

海
士
町
開
町
三
五
〇
年
記
念
誌
』に
よ
る
と
、永

禄
十
二
年（
一
五
六
九
）九
州
筑
前
国
鐘
ケ
崎（
現
在

の
宗
像
市
鐘
崎
）か
ら
海
士
の
又
兵
衛
ら
男
女
十
三

人
が
能
登
半
島
に
渡
っ
て
漁
業
を
営
み
、
秋
に
は
郷

里
宗
像
に
帰
り
、春
に
は
能
登
に
渡
る
と
い
う
生
活

を
続
け
た
た
め
、地
元
民
か
ら
は「
西
国
海
士
」と
呼

ば
れ
た
。海
産
物
が
豊
富
だ
っ
た
能
登
へ
の
往
来
は
そ

れ
以
降
も
続
き
、元
和
三
年（
一
六
一
七
）に
は
輪
島

市
に
十
四
戸
の
家
を
建
て
、七
ツ
島
や
舳へ

倉ぐ
ら

島
に
渡
っ

て
貝
や
海
藻
を
採
取
し
生
計
を
立
て
た
、と
あ
る
。

そ
の
後
人
口
も
増
え
、加
賀
藩
よ
り
千
坪
の
土
地

を
拝
領
し
、移
住
し
た
の
が
海
士
町
の
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
舳
倉
島
に
鎮
座
す
る
奥お

き

津つ

比ひ

咩め

神
社
は
鐘
崎

か
ら
渡
っ
た
海
士
町
の
先
祖
が
宗
像
大
社
の
ご
祭
神
・

田
心
姫
神
を
奉
斎
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
時
代

の
変
化
と
と
も
に
人
々
の
生
活
基
盤
が
島
か
ら
輪
島

市
方
面
へ
と
移
っ
た
た
め
、昭
和
五
十
年（
一
九
七
五
）

輪
島
市
内
に
同
神
社
の
社
殿
や
氏
子
会
館
を
建
立
し

て
里
宮
と
し
て
い
る
。

大
正
六
年（
一
九
一
七
）発
行
の『
筑
豊
沿
海
誌
』

に
、輪
島
の
海
士
町
が
鐘
崎
海
士
の
後
裔
で
あ
る
と

発
表
さ
れ
て
か
ら
双
方
の
関
心
が
高
ま
り
、漁
業
従

事
者
や
神
職
が
互
い
に
行
き
来
す
る
交
流
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
昭
和
三
十
九
年
十
月
に
行
わ
れ
た
、東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
水
泳
選
手
と
し
て
出
場
し
た
海
士
町

出
身
の
山
中
毅
氏
の
先
祖
が
、鐘
崎
の
人
で
あ
る
と

し
て
岬
校
区
一
丸
と
な
り
応
援
署
名
と
寄
付
金
を
募

る
活
動
を
行
っ
た
と
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
関
り
を
知
る
地
元
の
方
々
か
ら
発
災
後
、

相
次
い
で
支
援
の
申
し
出
を
受
け
た
宗
像
漁
業
協
同

組
合
と
当
社
は
、こ
れ
ら
の
縁
を
足
が
か
り
に
海
士

町
へ
の
直
接
支
援
へ
と
動
き
出
し
た
一
つ
が
、こ
の
度

の
義
援
金
箱
の
設
置
で
あ
る
。

被
災
地
全
域
が
一
日
も
早
く
平
穏
な
日
々
が
戻
る

よ
う
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
深
い
歴

史
的
交
流
が
周
知
さ
れ
、一
人
で
も
多
く
の
方
々
が

被
災
地
に
心
を
寄
せ
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

3

令和六年能登半島地震  支援



例
年
三
月
四
日
は
当
社
第
八
十
代
大
宮
司
宗
像

氏
貞
公
墓
前
祭
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
墓
前
祭
は
氏
貞
公
逝
去
四
百
年
忌
に
あ
た
る

昭
和
六
十
一
年
に
当
社
と
菩
提
寺
で
あ
る
承
福
寺
と

の
墓
碑
保
存
の
協
議
に
よ
り
神
道
式
と
仏
式
で
隔
年

毎
に
墓
前
祭
を
奉
仕
す
る
事
が
定
め
ら
れ
、現
在
に

至
っ
て
い
る
。
当
社
、承
福
寺
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、

宗
像
家
へ
仕
え
又
、代
々
墓
守
を
務
め
て
き
た
占
部

家
、
更
に
は
墓
所
の
あ
る
上
八
今
門
地
区
の
人
々
に

参
列
い
た
だ
き
、氏
貞
公
の
威
徳
を
偲
ん
で
い
る
。

宗
像
氏
貞
公
が
活
躍
し
た
、室
町
時
代
末
期
は
筑

前
及
び
周
辺
地
域
で
大
友
・
龍
造
寺
・
毛
利
氏
が
衝

突
す
る
厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
の
諸
勢

力
は
そ
の
時
々
の
情
勢
を
判
断
し
行
動
し
な
け
れ
ば

滅
亡
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
困
難
な
時

代
に
大
宮
司
職
を
継
い
だ
氏
貞
公
は
深
謀
遠
慮
を
巡

ら
し
神
郡
宗
像
を
外
敵
か
ら
守
り
、宗
像
大
宮
司
家

の
再
興
を
図
り
、戦
乱
に
被
害
を
受
け
た
社
寺
の
復

興
に
も
努
め
た
。

弘
治
三
年（
一
五
五
七
）本
殿
内
陣
よ
り
あ
が
っ
た

火
は
本
殿
・
拝
殿
を
焼
き
多
く
の
神
宝
が
灰
塵
に
帰

し
た
。そ
れ
か
ら
約
二
十
年
の
時
を
置
き
、天
正
六
年

（
一
五
七
八
）に
氏
貞
公
が
厳
し
い
情
勢
の
中
、再
建

さ
れ
た
の
が
現
在
の
辺
津
宮
本
殿
で
あ
る
。
こ
れ
以

外
に
も
神
郡
内
の
荒
廃
し
た
社
寺
の
復
興
、現
在
の

上こ
う
じ
ょ
う八

地
区
辺
り
の
田
地
を
御
神
米
用
地
と
し
て
寄

進
、神
社
の
改
革（
祭
祀
の
厳
正
化
等
）等
、宗
像
大

神
の
神
威
の
護
持
に
努
め
た
。

し
か
し
、志
も
半
ば
の
四
十
二
歳
病
没
す
る
。
侵

略
の
隙
を
与
え
な
い
為
、そ
の
死
は
三
年
間
秘
匿
さ

れ
る
事
に
な
り
、亡
骸
は
側
近
に
よ
り
密
か
に
現
在

の
地
へ
埋
葬
さ
れ
、代
々
占
部
家
の
一
族
が
守
っ
て
き

た
。
そ
の
後
、跡
継
ぎ
の
居
な
い
宗
像
大
宮
司
家
は

断
絶
と
な
っ
た
。

墓
前
祭
を
通
し
戦
国
乱
世
の
混
迷
す
る
時
代
に
大

社
を
守
り
抜
い
た
中
興
の
祖
・
氏
貞
公
の
生
涯
に
思

い
を
は
せ
更
な
る
神
道
教
化
に
心
を
尽
く
し
た
い
。

　
●
氏
貞
公
墓
前
祭

　
三
月
四
日（
月
）　
十
一
時

　
氏
貞
公
墓
前（
宗
像
市
上
八
一
四
二
四
ー
三
）

氏
貞
公
墓
前
祭

氏貞公墓前祭
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春
分
の
日
で
あ
る
三
月
二
十
日
午
前
十
一
時
、宗

像
祖
霊
社
に
て
春
季
大
祭
が
斎
行
さ
れ
る
。

木
村
信
徒
会
会
長
を
始
め
約
二
〇
〇
名
の
信
徒
ら

が
参
列
の
も
と
、神
職
が
祝
詞
を
奏
上
し
祖
霊
の
平

安
と
各
家
の
家
門
の
隆
昌
を
祈
る
。

宗
像
祖
霊
社
と
は
、信
徒
会
各
家
の
ご
祖
先
の
御み

霊た
ま

を
お
祀
り
し
て
お
り
、
神
葬
祭（
神
道
式
で
の
葬

儀
）や
年
忌
祭
、
春
秋
彼
岸
の
中
日
に
大
祭
が
執
り

行
わ
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。

そ
の
歴
史
は
、明
治
六
年
宗
像
市
吉
田
の
地
に
祠

が
建
て
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、明
治
二
十
四

年
現
在
の
地（
宗
像
市
深
田
）に
移
転
建
立
さ
れ
た
。

現
在
の
社
殿
は
平
成
元
年
に
全
面
改
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
葬
儀
は

仏
式
に
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
た
も
の
の
、

明
治
時
代
に
な
り
宗
像
大
社
が
鎮
座
す
る
神
郡
宗

像
で
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
の
方
々
が
、
神
道
で
祖
先

を
祀
り
た
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
建
立
さ
れ
た
背

景
が
あ
る
。

日
本
人
に
は
古
く
か
ら
、
人
は
亡
く
な
っ
て
も
こ

の
世
に
と
ど
ま
っ
て
い
つ
で
も
子
孫
を
見
守
っ
て
く
れ

て
い
る
存
在
と
考
え
、祖
先
を
大
切
に
し
、祖
先
を

偲
ん
で
き
た
。
祖
霊
を
祀
る
信
仰
は
古
来
か
ら
日
本

人
が
行
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
り
、
神
道
の
大
切
な
信

仰
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
る
。

宗
像
祖
霊
社 

春
季
大
祭

一
年
に
一
度
、
虫
干
し
を
兼
ね
て
宗
像
大
社

で
所
蔵
す
る
神
宝
や
古
文
書
を
一
般
公
開
し
て

い
た「
保
存
会
」に
始
ま
る
お
祭
り
で
す
。
農
家

の
種
蒔
き
の
時
期
に
あ
た
り
、一
年
の
五
穀
豊

穣
を
祈
っ
て「
主
基
地
方
風
俗
舞
」と
地
元
中
学

生
に
よ
る「
浦
安
舞
」が
奉
奏
さ
れ
ま
す
。

　
三
月
三
十
一
日（
日
）

 

十
七
時 

総
社
地
主
祭

 

十
八
時 

宵
宮
祭

四
月
一
日（
月
）

 

十
一
時 

春
季
大
祭

 
 

（
主
基
地
方
風
俗
舞
奉
奏
）

四
月
二
日（
火
）

 

十
　
時 

高
宮
祭
、第
二
第
三
宮
祭

 
 

宗
像
護
国
神
社
春
季
大
祭

 

十
一
時 

春
季
総
社
祭（
浦
安
舞
奉
奏
）

春
季
大
祭 

ご
案
内

宗像祖霊社
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宗む
な
か
た像
大だ

い
ぐ
う
じ

宮
司
氏う

じ

貞さ
だ

感か
ん
じ
ょ
う状
写う

つ
し

宗
像
社
と
人
（々
了
）

中
世
に
宗
像
氏
の
家
臣
と
し
て
活
躍
し
た
一
族
の
、

そ
の
後
を
垣
間
見
れ
る
文
書
が
あ
る
。
画
像
の
史
料

は
、元
は
紙
を
貼
り
継
ぎ
、一
通
と
し
て
作
成
さ
れ

た
。
画
像
下
部
の「
宗
像
大
宮
司
氏
貞
感
状
写
」は

こ
れ
ま
で
に
も
何
回
か
取
り
上
げ
た
中
世
の
書
状
の

写う
つ
しで
あ
る
が
、こ
の
写
に
は
、そ
の
作
成
理
由
が
書

き
添
え
ら
れ
て
い
る
。

感
状
の
受
給
者
で
あ
る
石い

し
ま
つ松
典の

り
む
ね宗
は
宗
像
氏
貞

の
家
臣
。
戦
国
期
に
活
躍
し
、そ
の
戦
功
を
称
え
る

書
状
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宗
像
大
宮
司
氏

貞
感
状
写
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、画
像
上
部
の

箇
所
に
は
、こ
れ
が
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
た
写
で

あ
り
、原
本
は
石
松
家
の
あ
る
人
物
が
武
家
奉
公
に

出
る
際
に
貸
し
与
え
た
、と
あ
る
。
先
祖
の
戦
で
の

活
躍
を
示
し
、家
の
由
緒
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て

扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
写
は
文
体
・
年
号
・
月
日
や

宛
名
の
位
置
ま
で
正
確
に
書
写
し
た
と
も
あ
っ
て
、

当
時
に
も
書
状
が
大
事
に
さ
れ
、先
祖
の
活
躍
を
伝

え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。	

（
津
）

神
宝
館
だ
よ
り
83

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・みこころ

桃
の
花
香
る
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
▼
先
月
当
社
で
は
、
節
分
祭
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
当
社
に
て
行
わ
れ
た
豆
打
ち

式
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
に
参
拝

頂
き
、
賑
わ
い
を
感
じ
ま
し
た
▼
ま
た
四
月
に
は
春

季
大
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
春
季
大
祭
で
は
五
穀
豊
穣

を
祈
り
、主
基
地
方
風
俗
舞
や
地
元
中
学
生
に
よ
る

浦
安
舞
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ

い
▼
私
は
宗
像
大
社
に
奉
職
し
、
早
一
年
が
経
と
う

と
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
先
輩
方
に
た
く
さ
ん
の
事

を
ご
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
仕
事
を
教

わ
り
な
が
ら
、琴
や
舞
な
ど
の
巫
女
で
し
か
出
来
な

い
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

始
め
た
て
の
頃
は
、琴
も
舞
も
難
し
く
心
折
れ
そ
う

で
し
た
が
先
輩
方
が
親
身
に
な
っ
て
教
え
て
い
た
だ

い
た
お
か
げ
で
少
し
は
上
達
し
、琴
も
舞
も
今
で
は

好
き
に
な
り
ま
し
た
▼
初
め
て
の
経
験
も
多
く
大
変

だ
と
感
じ
る
事
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
お

か
げ
で
社
会
人
と
し
て
成
長
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
周
り
の
方
々
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
に
ご
奉
仕
し
て
い
き
た
い
で
す
。	

（
堂
）



木
に
熟
れ
て
黄
色
き
カ
ボ
ス
と
言
い
添
え
て
六
個
渡
せ
ば
メ
ロ
ン
パ
ン
に
な
る	

吉
﨑
美
沙
子

完
熟
の
カ
ボ
ス
を
あ
げ
た
ら
お
返
し
に
メ
ロ
ン
パ
ン
を
も
ら
っ
た
と
い
う
〈
わ
ら
し
べ
長
者
〉
の
よ
う

な
で
き
ご
と
。
カ
ボ
ス
が
メ
ロ
ン
パ
ン
に
な
っ
た
と
い
う
表
現
が
面
白
い
。

長
男
の
入
学
式
の
日
の
写
真
枝
垂
桜
に
輝
く
ボ
タ
ン	

早
川
　
祥
三

初
々
し
い
入
学
式
の
制
服
す
が
た
が
目
に
浮
か
ぶ
。
上
の
句
下
の
句
両
方
が
体
言
止
め
で
ば
ら
ば
ら
な

感
じ
が
す
る
の
で
下
の
句
を
〈
桜
の
下
で
ボ
タ
ン
か
が
や
く
〉
と
し
た
い
。

姉
ば
か
り
生
れ
な
か
っ
た
待
望
の
男
生
れ
る
桃
の
節
句
に	

秋
𠮷
　
嘉
範

内
容
が
と
て
も
面
白
い
。
こ
の
歌
の
待
望
の
男
児
は
作
者
自
身
と
い
う
こ
と
な
の
で
〈
待
望
の
男
児
な

る
わ
れ
は
生
ま
れ
た
り
姉
お
お
き
家
の
桃
の
節
句
に
〉
と
し
て
み
た
。

黒
帯
か
ら
空
手
を
学
ぶ
五
歳
児
ら
白
、
黄
、
オ
レ
ン
ジ
の
帯
固
く
し
め	

萩
原
　
　
勉

子
供
達
の
空
手
教
室
の
練
習
風
景
。
黒
帯
が
先
生
で
子
供
た
ち
の
帯
の
色
は
達
成
度
に
よ
っ
て
異
な
る

の
だ
ろ
う
。
結
句
で
子
供
達
の
真
剣
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

誰
だ
ろ
う
誰
か
が
わ
た
し
を
呼
ん
で
い
る
沼
に
さ
ざ
な
み
村
社
へ
の
道	

山
﨑
　
公
俊

村
社
へ
の
道
を
行
く
作
者
は
誰
か
に
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。
村
社
に
祀
ら
れ
た
神
様

に
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
も
、
と
思
わ
せ
る
不
思
議
さ
が
魅
力
的
な
一
首
。

遠
く
見
上
げ「
と
と
さ
ん
か
か
さ
ん
が
迎
え
に
来き

よ
ん
な
る
」祖
母
死
し
て
半
世
記	

本
田
エ
リ
ナ

作
者
の
自
解
に
よ
れ
ば
祖
母
が
亡
く
な
る
数
日
前
の
言
葉
だ
と
い
う
。
破
調
の
歌
だ
が
、
作
者
の
衝
撃

を
表
現
す
る
の
に
は
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

寒
い
夜
こ
と
こ
と
こ
と
と
ひ
び
く
音
金
柑
を
煮
る
母
が
振
り
向
く	

堺
　
　
玲
子

金
柑
の
甘
露
煮
を
母
が
煮
て
い
る
の
だ
。
初
句
か
ら
背
中
を
丸
め
て
煮
物
を
す
る
母
を
想
像
し
た
。
三

句
の
ひ
び
く
は
煮
物
の
音
に
は
大
き
い
感
じ
な
の
で
〈
鍋
の
音
〉
な
ど
に
。

柏
手
の
音
透
き
と
ほ
る
凍
つ
る
朝
悴
む
指
を
煩
に
押
し
当
つ	

東
　
　
雅
子

凍
て
つ
く
朝
の
空
気
の
感
じ
が
聴
覚
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
か
じ
か
ん
だ
指
を
頬
に
あ
て
る
と
こ
ろ
は
触
覚

と
多
面
的
な
表
現
。
冷
た
い
指
を
頬
で
温
め
た
の
な
ら
結
句
は
〈
頬
で
温
め
る
〉
と
し
て
も
良
い
。

未
来
へ
の
眺
な
が
め

透
か
し
て
松
手
入
れ	

早
川
　
祥
三

と
き
を
り
は
笑
ふ
こ
ゑ
し
て
春
ひ
と
日
わ
か
き
庭
師
ら
剪
定
を
す
る

音
を
た
て
梅
の
え
だ
剪
る
大
鋏
と
き
に
春
陽
を
か
へ
し
て
ひ
か
る

◆ 

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
１
回

第
７
２
１
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
令
和
六
年
一
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

五
〇
、〇
〇
〇
円

福
岡
市	

赤
間
　
正
和	

一
〇
、〇
〇
〇
円

福
岡
市	

藤
山
　
真
司

北
九
州
市	

赤
木
　
慶
三

北
九
州
市	

土
谷
　
ゆ
み

横
浜
市	

細
田
　
優
子

甲
府
市	

鈴
木
　
宜
忠	

五
、〇
〇
〇
円

北
九
州
市	

赤
池
　
泰
平

三
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

福
地
　
昭
義

筑
紫
野
市	

伊
藤
　
ゆ
か

お
知
ら
せ

神
縁
品
の
授
与
終
了
に
つ
い
て

　
正
月
か
ら
授
与
し
て
お
り
ま
し
た
、破
魔
矢
や
熊
手
な
ど
の
神
縁

品
は
二
月
末
日
を
も
ち
ま
し
て
授
与
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
一
年
間
、お
祀
り
い
た
だ
き
ま
し
た
お
守
り
お
札
、神
縁
品
は

本
殿
の
お
守
り
授
与
所
に
設
置
の
返
納
箱
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

7
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３月 まつりごよみ
───────────────────────────

二
月
中
旬
、
沖
ノ
島
勤
務
へ
行
っ

て
き
た
。
玄
界
灘
の
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
沖
ノ
島
は
ま

さ
に
自
然
と
の
共
生
で
あ
る
。
波
が
高
け
れ
ば
勤
務
交

代
は
延
期
。
台
風
が
直
撃
す
れ
ば
自
然
の
恐
怖
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
▼
沖
津
宮
の
社
殿
が
建
つ
場
所
は

周
辺
を
囲
む
よ
う
に
巨
岩
が
聳
え
立
ち
、
ま
さ
に
神
聖

な
場
所
、
神
の
領
域
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
▼
毎

朝
の
日
供
祭
を
は
じ
め
、
年
間
の
祭
典
は
辺
津
宮
、
中

津
宮
と
同
様
に
行
わ
れ
る
。
た
だ
違
う
の
は
、
神
主
た

だ
一
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
島
の
中
腹
に
位
置
す

る
社
殿
で
は
波
の
音
や
島
の
周
囲
の
音
は
ほ
と
ん
ど
聞

こ
え
て
こ
ず
、
神
と
対
峙
す
る
厳
か
な
時
間
が
そ
こ
に

は
流
れ
て
い
る
▼
こ
の
時
間
は
、
神
主
と
し
て
あ
る
べ

き
姿
と
祈
り
の
本
質
を
再
度
奮
い
立
た
せ
て
く
れ
る
時

間
で
も
あ
る
。
こ
の
心
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
次
の
ス

テ
ー
ジ
へ
と
歩
み
を
進
め
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
────────────────────
４日	 氏貞公墓前祭（神式）	 午前11時
	 宗像市上八1424-3		 氏貞公墓前
────────────────────
15日	 総社月次祭	 午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮第三宮祭
────────────────────
19日	 松尾神社祭	 午前11時
────────────────────
20日	 春季皇霊殿遙拝式	 午前10時
	 宗像祖霊社春季大祭	 午前11時
────────────────────
31日	 春季大祭宵宮祭	 午後	6	時
────────────────────
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