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天
皇
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
御
即
位
さ
れ
三
十
年
の
佳
節
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
こ
と
心
よ
り
お

慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
間
、
地
震
な
ど
大
規
模
災
害
の
被
災
者
へ
の
お
励
ま
し
や
、
ま
た
先
の
大
戦

で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
へ
の
追
悼
や
遺
族
へ
の
お
い
た
わ
り
な
ど
、
常
に
国
民
と
歩
み
を
と
も
に
さ
れ
、
国

の
安
泰
と
国
民
の
幸
福
、
諸
外
国
と
の
友
好
を
祈
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
私
た
ち
国
民

は
そ
の
お
心
に
導
か
れ
、
日
本
人
と
し
て
幸
せ
な
生
活
を
戴
い
て
い
る
こ
と
に
こ
の
上
な
い
有
難
さ
を
感
じ

て
お
り
ま
す
。
益
々
の
御
皇
室
の
弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

さ
て
本
年
は
「
維
新
一
五
〇
年
」
と
い
う
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
山
口
県
で
は
奉
祝
の
「
山
口
ゆ
め

花
博
」
が
開
催
さ
れ
多
く
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

維
新
と
い
え
ば
天
神
信
仰
を
持
つ
高
杉
晋
作
や
奇
兵
隊
と
い
っ
た
志
士
た
ち
が
活
躍
し
た
動
乱
の
時
代
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
明
治
と
改
元
さ
れ
「
維こ
れ
あ
ら
た新」
な
る
世
に
な
っ
た
も
の
の
、
天
満
宮
に
と
っ
て
は
維
新

の
反
動
と
も
い
え
る
波
濤
が
押
し
寄
せ
た
多
難
の
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。

　

仏
教
伝
来
よ
り
〝
神
は
仏
の
権
現
で
あ
る
〟
と
い
う
神
仏
混こ
ん

淆こ
う

の
思
想
の
下
に
、
神
社
で
も
神
官
と
僧
侶

が
共
に
奉
仕
す
る
と
い
う
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
明
治
の
国
の
政
策
に
よ
り
神
仏
分
離
令
が
発
せ
ら

れ
、
神
社
か
ら
仏
教
色
を
排
除
、
僧
侶
は
還
俗
す
る
か
下
野
す
る
か
迫
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
当
宮
に

お
い
て
も
僧
侶
の
粗
暴
に
よ
り
九
つ
あ
っ
た
社
坊
の
内
八
つ
の
社
坊
は
他
人
に
渡
り
大
専
坊
が
一
つ
残
る
の

み
と
な
り
、
境
内
地
の
管
理
も
手
薄
と
な
り
、
天
満
宮
は
経
済
的
に
も
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

動
乱
の
維
新
前
夜
に
あ
っ
て
も
、
明
治
の
多
難
の
中
に
あ
っ
て
も
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
勅
使
降
祭
よ
り

続
く
「
道
真
公
に
無
実
を
知
ら
せ
る
祭
り
」
御
神
幸
祭
は
変
わ
る
こ
と
な
く
連
綿
と
盛
大
に
斎
行
さ
れ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

百
五
十
年
前
の
「
維
新
」
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
換
期
も
、
防
府
の
天
神
信
仰
が
人
々
の
精
神
の
支
え

と
な
り
乗
り
越
え
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

 

天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年

　

維
新
一
五
〇
年
に
想
う

�

宮
司
　
鈴 

木 

宏 

明 

奉
祝



祝

敬
神
婦
人
会
創
立

45
周
年
を
迎
え
て

会
長
　鈴
木 

典
子

＊２月　梅まつりでの甘酒接待
＊５月　幸せます花回廊花がら摘み
　　　　総会
＊６月　梅ちぎり
　　　　七夕飾りの制作
＊12月　すす払い
＊祭典・行事に併せて抹茶接待
＊年１回の研修旅行

年会費：500円

＊主 な 活 動＊

私
た
ち
防
府
天
満
宮
敬
神
婦
人
会
は
、
神
社
で
の
奉
仕
活
動
を
通
し
て
日
本
の

麗
し
い
伝
統
と
文
化
、
ま
た
敬
神
崇
祖
の
気
持
ち
を
育
み
、
神
様
や
ご
祖
先
に
・

自
然
に
・
そ
し
て
共
に
生
き
る
人
々
に
感
謝
す
る
心
を
ご
家
庭
に
お
持
ち
帰
り
頂

き
、
家
庭
を
円
満
に
し
地
域
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
そ
の
活
動
も
四
十
五
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
も
偏
に
会
員
皆
様
の
ご
協
力
と
こ
れ
ま
で
の
天
満
宮
の
ご
指
導
の
賜
と

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
各
地
区
の
部
長
さ
ん
の
お
声
掛
け
の
下
、
会
員
は
二
百
名
を
数
え
て
お

り
ま
す
。
県
下
で
も
最
も
大
き
い
敬
神
婦
人
会
で
す
が
、
共
通
の
課
題
と
し
て
若

い
方
の
入
会
が
少
な
い
こ
と
が
問
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
若
い
お

母
さ
ん
も
お
勤
め
の
方
が
多
い
よ
う
で
忙
し
く
さ
れ
て
お
り
、
二
の
足
を
踏
ん
で

お
ら
れ
る
方
も
多
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

〝
奉
仕
活
動
〟
と
い
う
と
何
だ
か
大
変
そ
う
で
す
が
、
私
た
ち
は
出
来
る
こ
と
を

出
来
る
よ
う
に
、
楽
し
く
会
員
同
士
和
気
あ
い
あ
い
と
活
動
し
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
活
動
後
に
は
「
ま
た
頑
張
ろ
う
ね
」
っ
て
み
ん
な
笑
顔
で
帰
っ
て
行
か
れ
ま

す
。
一
人
で
の
入
会
は
気
後
れ
し
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
会
員
の
お
母
さ
ん
と
お
嫁

さ
ん
と
か
、
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
や
近
所
の
仲
良

し
グ
ル
ー
プ
で
敬
神
婦
人
会
の
お
仲
間
に
入
っ

て
頂
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
五
十
周
年
に
向
け
て
更
に
活
発
で
楽

し
め
る
敬
神
婦
人
会
を
目
指
し
て
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
会
員
の
皆

様
、
天
満
宮
様
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▼梅まつり無料甘酒接待。大人も子どもも喜んで飲んでくれます。

▲平成30年宮地獄神社正式参拝。　毎年仲良く研修旅行に行っています。

▼会員で作成した七夕飾り。インスタ映えします。

▲総会風景。久しぶりに会員の皆様に会うとつい会話が弾んでしまいます。
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は
じ
め
に

幕
末
の
防
府
天
満
宮
門
前
は
、
山
陽
道
と
萩
往
還
が
重
複
し

多
く
の
志
士
達
が
往
来
、
そ
の
お
陰
で
宮
市
の
商
人
達
は
志
士

達
と
も
深
い
交
流
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
商
人
の
一
人
に
創

業
明
和
二
年
〈
一
七
六
五
〉
の
白
石
呉
服
店
の
六
代
目
・
民
之

助
が
お
り
ま
す
。
金
銭
的
に
陰
な
が
ら
志
士
達
を
支
え
た
同
店

の
逸
話
や
、
維
新
と
な
り
武
士
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
志
士

達
と
の
関
係
、
ま
た
、
そ
の
後
の
同
店
の
繁
栄
に
つ
い
て
現
十

代
目
・
白
石
民
彦
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
大
石
の
間
」
の
由
来

六
代
目
民
之
助
の
六
男
「
白
石
六
郎
」
は
、
奇
兵
隊
に
入
隊

し
て
い
ま
し
た
。
奇
兵
隊
の
軍
備
増
強
や
志
士
達
の
接
遇
に
際

し
て
の
寄
付
を
集
め
、
も
ち
ろ
ん
本
家
か
ら
も
寄
付
を
工
面
す

る
な
ど
し
て
隊
の
中
で
も
活
躍
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
戦
死
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
総
督
の
高
杉
晋
作
は
、
六
郎

を
偲
び
、「
大
い
に
貢
献
し
た
白
石
を
今
後
は
大
石
と
呼
ぼ
う
」

と
彼
を
〝
大
石
六
郎
〟
と
名
付
け
、
主
屋
の
客
室
に
「
大
石
大

神
」
を
祀
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
民
之
助
は

そ
の
部
屋
を
「
大
石
の
間
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
維
新
後
は
、

白
石
呉
服
店
を
訪
ね
て
き
た
元
志
士
達
は
彼
を
偲
び
そ
の
部
屋

に
宿
泊
し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
部
屋
は
幕
末
の
逸
話
と
し
て
今
も
白
石
家
に
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

「
伊
藤
忠
兵
衛
」
と
の
出
会
い

伊
藤
忠
兵
衛
は
、「
伊
藤
忠
商
事
」
と
「
丸
紅
」
の
創
業
者

で
す
。
近
江
国
の
「
紅べ

ん

長ち
ょ
う」

と
い
う
太
物
（
綿
織
物
・
麻
織
物

の
総
称
）
問
屋
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
僅
か
十
五
歳

に
し
て
麻
布
を
携
え
、
大
阪
を
経
由
し
て
泉
州
や
紀
州
に
持も

ち

下く
だ

り
（
出
張
販
売
）
を
初
め
て
行
い
ま
し
た
。
翌
年
に
は
九
州

ま
で
持
ち
下
り
を
し
、
そ
の
途
中
に
当
店
を
訪
れ
た
の
で
す
。

同
じ
品
物
を
扱
う
者
同
士
と
し
て
意
気
投
合
し
た
の
か
、
当
店

を
起
点
に
し
て
販
路
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
幕
末

に
な
る
と
長
州
征
伐
な
ど
の
戦
が
始
ま
り
、
そ
れ
ま
で
往
来
の

あ
っ
た
多
く
の
商
人
も
な
か
な
か
当
地
へ
足
を
運
べ
な
い
で
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
忠
兵
衛
は
「
戦
が
あ
る
と
き
こ
そ
必
要

だ
ろ
う
」
と
考
え
、
危
険
を
顧
み
ず
長
州
に
や
っ
て
来
た
の
で

す
。
た
だ
、
近
江
か
ら
長
州
に
く
る
商
人
な
の
で
、「
あ
い
つ

は
幕
府
の
密
偵
で
は
な
い
か
？
」
と
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
こ
で
民
之
助
は
忠
兵
衛
を
一
時
匿
い
、
お
蔭
で
忠

兵
衛
は
難
を
逃
れ
命
拾
い
し
た
の
で
す
。
維
新
後
も
忠
兵
衛
と

の
親
交
は
続
き
、
二
代
目
忠
兵
衛
は
白
石
呉
服
店
で
修
行
し
た

維
新
一
五
〇
年
特
集
〔
3
〕

維
新
と
白
石
呉
服
店

▲白石家住宅。（南側外観）今年 11月 2日に主屋・呉服蔵・道具蔵及び食物蔵が
国の登録有形文化財に登録された

▲外から望む「大石の間」

▲当宮大石段上にある伊藤忠兵衛
の奉賛を記した玉垣
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そ
う
で
す
。

明
治
三
十
五
年
〈
一
九
〇
二
〉
の
防
府
天
満
宮
千
年
式
年
大

祭
記
念
事
業
に
際
し
て
は
、
忠
兵
衛
は
民
之
助
を
通
じ
て
金
百

圓
を
奉
賛
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戦
後
白
石
家
の
八
代
目
・
民

造
は
、
丸
紅
の
全
国
取
引
先
組
織
「
親
紅
会
」
の
会
長
を
長
年

務
め
る
な
ど
、
初
代
忠
兵
衛
か
ら
の
交
流
が
続
き
ま
し
た
。

「
武
士
で
な
く
な
っ
た
志
士
達
に
」

明
治
を
迎
え
、
多
く
の
志
士
達
は
武
士
で
は
生
活
で
き
な
く

な
り
困
窮
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
民
之
助
に
用
立
て
を
お

願
い
し
て
き
た
の
で
す
。
志
士
達
は
た
だ
用
立
を
し
て
貰
う
の

で
は
な
く
、
代
わ
り
に
槍
や
鉄
砲
等
を
納
め
た
の
で
し
た
。
中

に
は
奇
兵
隊
の
旗

も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
刀
の

中
に
は
竹
光
も
あ

っ
た
よ
う
で
す

が
、
そ
ん
な
彼
ら

に
民
之
助
は
敬
意

を
も
っ
て
接
し
、

用
立
て
を
し
た
の

で
す
。
命
を
か
け

て
尊
皇
攘
夷
に
突

き
進
ん
だ
志
士
達

を
武
士
で
な
く
な

っ
た
そ
の
後
も
支

援
し
た
の
で
し

た
。そ

の
沢
山
の
刀

や
槍
・
鉄
砲
は
、

戦
時
中
の
供
出
で

総
て
国
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
伊
藤
博
文
公
」
と
の
秘
話

伊
藤
博
文
公
は
、
明
治

三
十
二
年
五
月
か
ら
六
月

に
か
け
て
西
日
本
に
遊
説

に
出
掛
け
、
こ
こ
防
府
に

も
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
歓

迎
会
も
催
さ
れ
た
天
満
宮

の
春
風
楼
前
で
記
念
写
真

を
撮
り
ま
し
た
（
九
十
号

社
報
で
紹
介
）。
実
は
こ

の
伊
藤
公
遊
説
に
は
秘
話

が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
公
は
宮
市
の
豪
商
ら
に
は
個
別
で
記
念

写
真
に
応
じ
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
満
州
鉄
道
の
株
券
を
買
わ

せ
た
の
で
す
。
事
実
、
七
代
目
・
民
之
助
も
そ
の
一
人
で
、
数

百
枚
の
株
券
だ
け
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
七
代

目
・
民
之
助
は
、
貴
族
院
高
額
納
税
者
名
鑑
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

「
白
石
家
家
訓
」

昭
和
三
十

年
、
店
舗
と
洋

館
が
全
焼
し
た

際
、
当
時
二
歳

だ
っ
た
十
代

目
・
民
彦
は
、

布
団
に
く
る
ま

れ
な
が
ら
避
難
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
火
災
で
当
家
に
伝
わ
る

貴
重
な
史
料
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
家
訓
は
難
を
逃

れ
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
家
訓
に
は
、「
人
に
対
し
て
の
礼

儀
」、「
組
織
の
中
で
は
一
致
協
力
」、「
与
え
ら
れ
た
任
務
は
忠

実
に
」
等
、
商
品
を
売
る
も
の
と
し
て
の
心
構
え
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
家
訓
を
守
る
こ
と
に
よ
り
白
石
呉
服
店
は
創
業

以
来
繁
栄
し
、
幕
末
に
は
志
士
達
を
敬
い
、
支
援
し
、
陰
な
が

ら
維
新
を
支
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

お
わ
り
に

十
代
目
・
民
彦
氏
は
「
平
成
二
十
七
年
に
創
業
二
百
五
十
年

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
、
皆
様
と
共
に
祖
先
に
も
大
変
感
謝
致

し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
「
日
本
の
き
も
の
文
化
」
の
担
い

手
と
し
て
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
べ
く
、
家
訓
を
胸
に
一
層
の
精

進
を
す
る
覚
悟
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

▲明治19年頃（1886）発行「山口県下巨豪商早見便覧」掲載の白石呉服店

▲白石家家訓（写真は一部）は冊
子にされ、社員教育に使用された

▲白石家住宅北側（旧山陽道沿）にある現在の白石呉服店店舗
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重
要
文
化
財
　
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻

　
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
作
成
さ

れ
た
六
巻
か
ら
な
る
絵
巻
で
、
第
一
巻

～
五
巻
は
道
真
公
の
生
涯
や
ご
利
益
話

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
第
六
巻
に
防
府

天
満
宮
創
建
に
関
わ
る
独
自
の
話
が
あ

り
ご
当
地
絵
巻
の
魁

さ
き
が
けと
言
わ
れ
る
。

松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
研
究
会
第
11
回
を
お
え
て

●
第
１
回　
平
成
25
年
2
月
23
日

朝
賀
浩
先
生
（
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
文
化
財
調
査
官
（
絵
画
）・指
導
官
）

「
国
宝
指
定
に
む
け
て
現
状
の
確
認
と
今
後
の
方
針
」

岡
本
麻
美
先
生
（
山
口
県
立
美
術
館
学
芸
員
）

「
先
行
諸
本
・
修
理
を
踏
ま
え
て
の
発
見
な
ど
」

●
第
２
回　
平
成
25
年
8
月
31
日

相
澤
正
彦
先
生
（
成
城
大
学
教
授
）

「
松
崎
天
神
縁
起
と
法
然
上
人
絵
伝
と
の
類
似
画
風
に
つ
い
て
」

佐
多
芳
彦
先
生
（
立
正
大
学
准
教
授
）

「『
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
』
の
有
識
故
実
」

●
第
３
回　
平
成
26
年
2
月
15
日 

鈴
木
幸
人
先
生
（
北
海
道
大
学
准
教
授
）

「
天
神
在
地
縁
起
に
関
す
る
諸
問
題
」

橋
本
遼
太
先
生
（
大
阪
大
学
大
学
院
生
）

「
絵
巻
諸
作
例
の
奥
書
に
つ
い
て
」

岡
泰
央
先
生
（
株
式
会
社
岡
墨
光
堂
代
表
取
締
役
）

「
装
こ
う
修
理
と
中
世
絵
巻
の
料
紙
に
つ
い
て
」

●
第
４
回　
平
成
26
年
8
月
30
日 

竹
居
明
男
先
生
（
同
志
社
大
学
教
授
）

「
天
神
信
仰
に
つ
い
て
」

土
屋
貴
裕
先
生
（
東
京
国
立
博
物
館
研
究
員
）

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
と
弘
安
本
天
神
縁
起
絵
」

●
第
５
回　
平
成
27
年
2
月
14
日 

真
木
隆
行
先
生
（
山
口
大
学
准
教
授
）

「
中
世
の
防
府
天
満
宮
と
そ
の
変
容
」

松
浦
清
先
生
（
大
阪
工
業
大
学
准
教
授
）

「
防
府
天
満
宮
所
蔵
の
〈
三
季
天
神
像
〉
に
つ
い
て
」

鈴
木
幸
人
先
生
（
北
海
道
大
学
准
教
授
）

「
京
都
・
吉
祥
院
天
満
宮
所
蔵
十
二
幅
本
天
神
縁
起
絵
に
つ
い
て
」

松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
研
究
会
の
こ
れ
ま
で　

北
海
道
大
学　

准
教
授　

鈴
木
幸
人

　

こ
の
研
究
会
は
、
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
（
重
要
文
化
財
、
以
下
松
崎
本
）

の
さ
ら
な
る
価
値
を
見
出
す
こ
と
、
文
化
史
、
絵
画
史
、
天
神
信
仰
史
に
お

け
る
あ
ら
た
め
て
の
位
置
づ
け
を
め
ざ
し
て
企
画
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
前
提

に
な
る
近
年
の
経
過
と
し
て
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
絵
巻
修
理
が
平
成

十
八
年
度
か
ら
二
十
二
年
度
に
文
化
庁
の
助
成
も
受
け
て
行
わ
れ
、
そ
の
完

成
記
念
と
し
て
平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
山
口
県
立
美
術
館
「
防
府
天
満
宮

展
」
で
全
巻
が
公
開
さ
れ
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。
併
せ
て
天
満
宮
歴
史
館
の

整
備
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
防
府
天
満
宮
と
東
京
・
京
都
の
国
立
博
物
館
に

別
れ
て
保
管
さ
れ
て
き
た
松
崎
本
は
全
六
巻
が
本
来
の
奉
納
場
所
で
あ
る
防

府
天
満
宮
に
常
に
揃
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
松
崎
本
は
鎌
倉
期
の
弘
安
本
系
天
神
縁
起
の
完
本
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
周
防
国
で
の
説
話
や
創
建
縁
起
を
く
わ
え
る
、
天
神
在
地

縁
起
を
含
む
最
初
期
の
例
で
あ
る
こ
と
、
室
町
時
代
に
精
巧
な
複
本
が
作
ら

れ
る
な
ど
、
制
作
や
伝
来
の
状
況
を
今
日
ま
で
伝
え
る
も
の
で
、
数
多
い
天

神
縁
起
絵
の
中
で
も
、
京
都
北
野
天
満
宮
根
本
縁
起
（
国
宝
）
と
と
も
に
と

く
に
貴
重
な
作
例
と
さ
れ
早
く
に
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

修
理
事
業
や
展
覧
会
を
契
機
に
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
た
い
と
い
う
目
標

の
も
と
鈴
木
宮
司
を
会
長
と
し
て
、
朝
賀
浩
氏
ら
を
中
心
に
六
年
間
に
わ
た

っ
て
十
一
回
の
研
究
会
を
も
ち
ま
し
た
。
参
加
者
は
五
十
六
人
に
上
り
、
毎

回
全
国
各
地
か
ら
防
府
に
集
結
し
て
（
一
回
は
京
都
で
開
催
）
研
究
成
果
を

披
歴
し
新
た
な
知
見
を
共
有
す
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

会
を
振
り
返
れ
ば
、
松
崎
本
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
私
見
な
が
ら
い
く
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●
第
６
回　
平
成
27
年
8
月
29
日 

味
酒
安
則
先
生
（
太
宰
府
天
満
宮
禰
宜
）

「
菅
公
、
防
府
・
太
宰
府
へ
の
道
」」

松
原
茂
先
生
（
根
津
美
術
館
学
芸
部
長
）

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い
て
」

●
第
７
回　
平
成
28
年
2
月
13
日 

冨
島
義
幸
先
生
（
京
都
大
学
准
教
授
）

「
松
崎
天
神
縁
起
の
建
築
表
現
に
つ
い
て
」

高
岸
輝
先
生
（
東
京
大
学
准
教
授
）

「
中
世
後
期
に
お
け
る
縁
起
絵
巻
の
再
生
と
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
」

鈴
木
幸
人
先
生
（
北
海
道
大
学
准
教
授
）

「
金
沢
・
崇
禅
寺
所
蔵
天
神
縁
起
絵
扁
額
二
点
に
つ
い
て
」

●
第
８
回　
平
成
29
年
8
月
27
日 

若
杉
準
治
先
生
（
京
都
国
立
博
物
館
名
誉
館
員
）

「
鎌
倉
絵
巻
の
中
の
松
崎
天
神
縁
起
」

西
山
剛
先
生
（
京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
）

「
天
神
縁
起
絵
巻
を
用
い
た
祭
礼
の
復
元
的
考
察
」

高
島
幸
次
先
生（
大
阪
天
満
宮
文
化
研
究
所
研
究
員
／
大
阪
大
学
招
聘
教
授
）

「
天
神
伝
承
と
天
神
縁
起
絵
巻
に
つ
い
て
」

●
第
９
回　
平
成
29
年
2
月
18
日 

松
川
博
一
先
生
（
九
州
歴
史
資
料
館
学
芸
員
）

「
菅
原
道
真
公
が
見
た
大
宰
府
︱
文
献
史
学
と
考
古
学
の
成
果
か
ら
︱
」

瀬
谷
愛
先
生
（
東
京
国
立
博
物
館
研
究
員
）

「
鎌
倉
時
代
の
周
防
国
と
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
」

●
第
10
回　
平
成
29
年
7
月
28
日 

城
市
真
理
子
先
生
（
広
島
市
立
大
学
准
教
授
）

「
松
崎
天
神
縁
起
に
見
る
唐
絵
・
漢
画
の
要
素
」

味
酒
安
則
先
生
（
太
宰
府
天
満
宮
禰
宜
）

「
新
発
見
の
掛
け
幅
天
神
縁
起
絵
の
紹
介
」

●
第
11
回　
平
成
30
年
2
月
17
日 

吉
瀬
勝
康
先
生
（
元
防
府
市
文
化
財
課
長
）

「
中
世
前
期
の
防
府
の
景
観
」

岩
井
共
二
先
生
（
奈
良
国
立
博
物
館
学
芸
員
）

「
周
防
地
方
の
宗
教
文
化
」

講
師
（
発
表
者
）
の
肩
書
は
当
時
の
も
の
で
す
。

松崎天神縁起絵巻シンポジウム開催
　防府天満宮が所蔵する松崎天神縁起絵巻。その歴史的・文化的価
値を再確認するべく研究会を行ってまいりました。この度、研究発
表で明らかになった絵巻の多彩な魅力を皆様に知っていただきたく
シンポジウムを開催いたします。
　防府、そして日本の宝である松崎天神縁起絵巻の真髄をおみせ致
します。
 日 時  平成31年3月2日（土）13：00～17：00
 会 場  アスピラート（防府市戎町1-28）

 料 金  無料（未就学児童は入場をお断りさせていただきます）
 主 催  防府天満宮松崎天神縁起絵巻研究会

●「私と天神様（仮）」作家　髙樹のぶ子先生
●「地図屋が見る絵巻」遠藤宏之氏（地図情報コンサルタント）
● 研究発表　 根津美術館 学芸主任 松原茂、京都大学 准教授 冨島義幸、
　 （敬称略） 立正大学 准教授 佐多芳彦、（株）岡墨光堂 代表取締役 岡岩太郎、
 元同志社大学 教授 竹居明男、元防府市文化財課 課長 吉瀬勝康
● パネルディスカッション

つ
か
の
視
座
が
見
え
て
き
ま
す
。
絵
巻
様
式
の
詳
細
な
分
析
（
描
か
れ
る
有

職
故
実
や
建
築
、
描
き
記
す
絵
画
や
詞
書
の
分
析
）、
社
寺
縁
起
絵
の
中
の
松

崎
本
、
地
域
史
の
中
の
松
崎
本
（
天
神
縁
起
諸
本
と
の
比
較
、
防
府
の
景
観

や
周
防
国
の
地
域
史
、
宗
教
文
化
史
と
の
関
連
）。
こ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
天
神

信
仰
史
に
お
け
る
防
府
や
在
地
縁
起
の
位
置
づ
け
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
は
同

時
に
普
遍
的
な
問
題
へ
広
が
る
と
い
う
ふ
う
に
、
松
崎
本
を
め
ぐ
っ
て
活
発

な
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
検
討
や
議
論
を
呼
び
起
こ
す
こ

と
こ
そ
、
松
崎
本
の
尽
き
ぬ
魅
力
を
伝
え
て
余
り
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

来
る
三
月
二
日
に
は
、
研
究
会
の
成
果
を
踏
ま
え
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
松
崎
本
天
神
縁
起
絵
巻
と
防
府
と
い

う
地
と
の
結
び
つ
き
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。
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終
戦
後
、
家
族
と
共
に
外
地
か
ら
防
府
に
引

き
揚
げ
て
来
た
私
達
は
、
住
む
場
所
に
も
不
自

由
す
る
生
活
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
私
の
父
と

天
満
宮
の
宮
司
様
と
の
御
縁
が
あ
り
私
達
一
家

は
天
満
宮
の
社
宅
の
一
角
に
住
ま
わ
せ
て
頂
く

事
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
と「
天
神
様
」と

の
大
き
な
関
わ
り
の
始
ま
り
で
し
た
。
社
宅
に

住
む
以
上
お
宮
の
仕
事
を
す
る
事
に
な
り
、
当

時
ま
だ
独
身
の
私
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま
し
た
。

戦
後
初
の
巫
女
さ
ん
の
誕
生
で
す
。
も
ち
ろ
ん

巫
女
は
私
一
人
で
神
社
の
事
な
ど
訳
も
分
か
ら

ず
、
そ
れ
で
も
一
生
懸
命
に
ご
奉
仕
し
ま
し
た
。

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
昭
和
二
十
四
年
に
結
婚
、

嫁
入
り
先
は
な
ん
と
表
参
道
に
面
し
た
家
で
し

た
。
当
時
は
参
道
の
両
側
に
家
が
何
件
も
あ
り
、

す
ぐ
隣
に
は
寿
会
館
と
い
う
結
婚
式
場
や
旅
館・

映
画
館
・
写
真
館
・
ス
ナ
ッ
ク
も
あ
り
ま
し
た
。

家
を
一
歩
出
た
ら
そ
こ
は
天
神
様
で
す
。
ま
た

「
天
神
様
」と
共
に
新
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

正
月
が
過
ぎ
る
と
す
ぐ
節
分
、
夏
祭
り
、
花

神
子
社
参
式
と
行
事
が
続
き
ま
す
。
そ
し
て
秋

に
は
天
満
宮
最
大
の
お
祭
り
で
あ
る
御
神
幸
祭

裸
坊
祭
が
や
っ
て
き
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

祭
り
の
約
一
週
間
前
に
な
る
と
参
道
に
大
幟

が
上
が
り
、
そ
の
頃
か
ら
表
参
道
も
人
通
り
が

多
く
、
急
に
忙
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
道
行
く

人
も
そ
わ
そ
わ
し
始
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、

防
府
の
街
全
体
が
熱
気
を
帯
び
て
き
ま
す
。
商

売
を
さ
れ
る
方
は
天
神
祭
で
の
売
り
上
げ
と
、

そ
れ
以
外
の
一
年
間
の
売
り
上
げ
が
同
じ
く
ら

い
に
な
る
と
聞
き
ま
し
た
。
通
り
の
家
で
は
家

が
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
裸
坊
避
け
の
柵
や
板

が
張
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
う
ち
は
家
が
二
階
建

て
だ
っ
た
た
め
、
観
覧
席
を
設
け
祭
り
当
日
に

は
沢
山
の
見
物
人
が
詰
め
か
け
、
席
料
を
頂
く

な
ど
し
て
い
ま
し
た
。
多
い
時
は
四
十
～
五
十

人
も
の
人
が
家
に
上
が
り
込
ん
で
い
て
一
晩
で

一
か
月
分
の
給
料
く
ら
い
の
実
入
り
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
見
物
人
は
広
島
の
方
が
多
か
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
臨
時
列
車
や
バ

ス
が
出
て
、
市
外
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
お
客
さ

ん
が
来
ら
れ
た
も
の
で
す
。
街
中
で
は
振
る
舞

い
酒
が
あ
っ
た
り
、
裸
坊
姿
だ
と
映
画
館
が
無

料
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
屋
台
も
防
府

駅
か
ら
天
満
宮
ま
で
軒
を
連
ね
、
境
内
に
は

サ
ー
カ
ス
や
見
世
物
小
屋
も
あ
り
ま
し
た
。

サ
ー
カ
ス
小
屋
か
ら
は
球
体
の
中
を
ク
ル
ク
ル

回
る
勇
ま
し
い
バ
イ
ク
の
音
や
、
見
世
物
小
屋

か
ら
は
「
親
の
因
果
が
子
に
報
い
～
」
の
口
上

が
一
日
中
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ

傷
痍
軍
人
さ
ん
が
何
人
も
物
乞
い
を
し
て
い

て
、
気
の
毒
に
思
っ
た
も
の
で
す
。
ご
発
輦
前

に
な
る
と
屋
台
は
急
い
で
店
じ
ま
い
を
し
ま

す
。
当
時
は
も
っ
と
荒
祭
り
で
し
た
の
で
お
店

を
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
そ
の

為
、
女
子
供
は
外
に
出
る
な
と
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
に
参
道
は
あ
っ
と
い
う
間
に

白
装
束
の
裸
坊
で
埋
め
尽
く
さ
れ
「
兄
弟
わ
っ

し
ょ
い
」
の
掛
け
声
の
中
に
お
神
輿
や
何
頭
も

の
馬
が
並
ぶ
様
は
壮
観
で
し
た
。
昔

は
出
発
が
遅
く
、
午
後
九
時
頃
の
出

発
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
お
帰
り
は
午
前
零
時
頃
に
な
り
、

そ
の
ま
ま
泊
ま
っ
て
い
く
人
も
い
て

い
つ
も
徹
夜
で
お
世
話
を
し
た
も
の

で
す
。
裸
坊
祭
が
終
わ
る
と
今
は
も

う
見
な
く
な
り
ま
し
た
が
正
月
飾
り

や
し
め
縄
を
売
る
屋
台
が
出
て
、
新

年
を
迎
え
る
準
備
が
始
ま
り
ま
す
。

　

時
が
来
れ
ば
必
ず
行
わ
れ
る
祭

り
、
私
は
そ
の
祭
に
よ
り
季
節
を
感

じ
祭
り
を
生
活
の
一
部
と
し
て
天

神
様
と
過
ご
し
て
来
ま
し
た
。
九
十

を
過
ぎ
た
今
で
も
敬
神
婦
人
会
の

一
員
と
し
て
、
元
気
に
「
天
神
様
」

の
お
世
話
が
出
来
る
事
を
心
よ
り

感
謝
し
て
い
ま
す
。

寄 
稿 

│ 

古
老
が
語
る 

│ 

天
神
様
と
私
〔
2
〕

▲昭和45年の裸坊祭。御網代の御神幸を拝する宮内邸の見物人（写真右上）

敬
神
婦
人
会
副
会
長
　
宮
内
登
代
子
　（
大
正
十
五
年
生
ま
れ
）

「『
天
神
様
』
と
共
に

生す

活ご

す
一
年
」
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ご結婚おめでとうご結婚おめでとう

お二人の末永いお幸せをお祈り致します
※�神前結婚式のお申込みは随時受付けておりますので、社
務所へお問い合わせ下さい。

平
成
30
年
（
神
社
挙
式
分
/
敬
称
略
）

６
月�

９
日�

田
中　

亮
・
真
由
美

�
�

端
野　

亮
太
・
糸
那

�

17
日�

梅
田　

久
義
・
友
美

�

23
日�

官
野　

真
生
・
あ
や

�
�

岩
田　

晋
・
由
加
子

７
月�

１
日�

高
村　

一
成
・
里
奈

�

２
日�

杉
岡　

裕
敏
・
沙
織

�

８
日�

小
林　

剛
士
・
麻
美

�

15
日�

津
田　

良
介
・
佳
菜
子

�

21
日�

吉
末　

直
也
・
裕
美

８
月�

12
日�

金
子　

敏
史
・
直
美

�
�

青
木　

佑
太
・
佳
香

９
月�

２
日�

冨
村　

崇
・
圭
恵

�

８
日�

水
野　

翔
・
晶
子

�

23
日�

藤
本　

卓
・
綾
子

10
月�

６
日�

島
田　

徹
・
綾
乃

�

７
日�

野
村　

和
生
・
え
り

�
�

末
松　

知
也
・
裕
里

�
�

藤
本　

亘
・
利
枝

�
�

久
保　

亮
介
・
典
子

�

13
日�

古
田　

真
史
・
静
香

�
�

�

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
ペ
ン
チ

ャ
ッ
ク
・
優
花　

�
�

松
永　

憲
治
・
愛

�

20
日�

白
石　

真
章
・
あ
ゆ
み

�

21
日�

松
冨　

恭
三
・
絵
莉

�

27
日�

木
村　

雄
・
雅
美

11
月�

17
日�

園
田　

健
太
郎
・
真
衣

�

18
日�

永
富　

洋
平
・
愛

�

23
日�

𠮷
村　

勉
・
美
佐
子

12
月�

９
日�

森
田　

芳
宏
・
恵
美
子

�

23
日�

工
藤　

笙
太
・
実
穂
子

�

23
日�

横
山　

健
輔
・
奈
実

先
日
、
東
京
へ
の
出
張
時
、
偶
然
で
き
た

空
き
時
間
に
都
内
の
神
社
へ
参
拝
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
神
社
で
は
〝
祈
願
料

や
お
賽
銭
を
電
子
マ
ネ
ー
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
で
納
め
ら
れ
る
〟
と
記
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
ニ
ュ
ー
ス
で
は
耳
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
現
実
に
目
の
当
た
り
に
す
る
と
大
変
衝

撃
を
受
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
衝
撃
、
よ
く
よ
く
考
え
て

み
る
と
長
い
神
社
の
歴
史
の
中
で
同
じ
よ
う

な
事
が
あ
っ
た
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

神
様
へ
の
お
供
え
物
が
「
初
穂
」
か
ら
「
初

穂
料
」
に
変
化
し
た
事
で
す
。
み
ご
と
に
社

頭
の
風
景
が
一
変
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

現
在
の
私
達
は
神
社
に
お
金
を
お
供
え
す

る
事
に
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
と
当

時
、「
お
米
」
で
な
く
「
お
金
」
を
捧
げ
る

こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
た
多
く
の
人
達
も
、

時
間
と
共
に
大
切
な
価
値
あ
る
物
を
神
様
に

捧
げ
る
と
い
う
点
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
い
将
来
、「
電
子
マ
ネ
ー
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
お
願
い
し
ま
す
」
と
の
や
り
と

り
が
、
神
社
の
日
常
の
光
景
と
な
る
時
代
が

来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ひ
た
ぶ
る

権
禰
宜　

越
智
宣
彰

「
御
大
礼
」
記
念
事
業
実
施

　

当
会
で
は
、
来
年
の
御
代
替
り
に
際
し
平
成

の
御
代
に
感
謝
と
敬
意
を
表
し
、
来
る
御
代
を

お
喜
び
申
し
上
げ
よ
う
と
「
御
大
礼
」
記
念
事

業
を
遂
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
会
は
常
に
天
満
宮
の
御み

稜い

威ず

が
長
く
広
く

崇
敬
者
に
届
く
よ
う
に
活
動
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
佳
時
に
天
満
宮
の
幣
殿
・
拝
殿
の
「
調
度

品
の
新
調
」
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
致
し
ま
し

た
。
又
、「
金
箔
六
角
燈
籠
」
の
献
灯
、
更
に

は
菅
公
を
称
え
る
和
歌
に
天
満
宮
を
彩
る
花
の

絵
と
共
に
額
装
す
る
「
菅
公
百
人
一
首
奉
納
」

を
崇
敬
者
会
員
に
募
り
実
施
し
て
い
ま
す
。
特

に
「
菅
公
百
人
一
首
」
の
額
装
に
つ
い
て
は
、

選
定
保
存
技
術
保
持
者
で
日
本
画
家
の
馬
場
良

治
先
生
の
書
画
揮
毫
の
ご
奉
仕
に
よ
り
奉
納
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
天
神
様
の
御

光
を
更
に
強
く
感
じ
戴
け
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

事
業
完
成
披
露
期
日
は
新
元
号
二
年
五
月
一

日
の
予
定
で
す
。

御
大
礼
と
は
？

　

天
皇
の
即
位
に
関
わ
る
一
連
の
儀
式
の
総
称

　

会
員
以
外
の
方
で
ご
賛
同
下
さ
る
方
は
事
務

局
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

ま
た
本
会
で
は
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
機
会
に
是
非
お
仲
間
入
り
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

●
第
十
一
回
研
修
旅
行
の
ご
案
内

　

来
る
、
平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日
～

二
十
日
に
実
施
致
し
ま
す
。
今
回
は
防
府

天
満
宮
崇
敬
会
な
ら
で
は
の
京
都
方
面
の

旅
を
企
画
し
て
お
り
、
北
野
天
満
宮
正
式

参
拝
予
定
で
す
。

新
規
会
員
紹
介	

�

平
成
三
十
年
五
月
一
日
以
降
入

会
の
方
々
で
す
。（
敬
称
略
）

特
別
会
員	

池
本
美
和　

山
陽
小
野
田
市

家
族
会
員	

荒
井
利
晃　

周
南
市
下
上

�

谷
川
徹
二　

宇
部
市
風
呂
ヶ
迫
町

�

中
島
俊
泰　

防
府
市
高
井

�

西
村　

恵　

美
祢
市
大
嶺
町

�

渋
谷　

正　

防
府
市
栄
町

�

松
原
良
次　

山
口
市
大
内
氷
上

�

宮
正
武
宣　

防
府
市
奈
美

個
人
会
員	

石
満
益
一　

大
島
郡
周
防
大
島
町

�

久
保
梨
絵
子　

兵
庫
県
三
田
市

�

福
長
敏
枝　

山
口
市
鋳
銭
司

�

長
廣
鈴
子　

防
府
市
伊
佐
江

※�

崇
敬
会
入
会
ご
希
望
の
方
は
、
同
封
の
崇
敬
会
の
す
す

め
を
ご
覧
下
さ
い
。

崇
敬
会
だ
よ
り

崇
敬
会
だ
よ
り
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社
務
所
だ
よ
り

天
神
様
の
夏
か
ら
秋

毎
月
１
日
、
15
日
、
25
日
は
月
次
祭

毎
１
日
は
朔つ

い

日た
ち

詣
り
（
朝あ
さ

粥が
ゆ

会
）、毎
月
25
日
は
天
神
市（
縁
日
）・
茶
会

6
月�

1
日
～
7
月
15
日�

筆
ま
つ
り
七
夕
書
道
展

�

1
日�

�

梅
ち
ぎ
り
（
双
葉
幼
稚
園
保
育
園
・
敬
神
婦
人
会

奉
仕
）、

�

2
日�

菅
公
み
ら
い
塾
（
於
大
専
坊
）

�

3
日�

新
総
代
就
任
奉
告
祭

�

13
日
～
14
日�

佐
波
中
学
校
生
徒
2
名
職
場
体
験

�

22
日�

�

Ｙ
Ｉ
C
看
護
福
祉
専
門
学
校
牛
乳
パ
ッ
ク
灯
篭
作

成

�

24
日�

�

広
島
県
呉
市
神
田
神
社
氏
子
青
年
会
31
名
様
正
式

参
拝
、
総
代
会

�

25
～
27
日�

敬
神
婦
人
会
七
夕
飾
り
作
成
奉
仕

�

25
日�

�

月
次
茶
会
煎
茶
三
葵
亭
賣
茶
流
清
月
会
国
貞
喜
雲

社
中
ご
奉
仕

�

28
日�
�

Ｙ
Ｉ
C
看
護
福
祉
専
門
学
校
牛
乳
パ
ッ
ク
灯
篭
作

成

�

30
日�

夏
越
神
事
・
大
祓
式
・
お
田
植
祭

7
月�

1
～
7
日��

七
夕
ま
つ
り
～
期
間
中
夜
間
光
の
斎
庭
（
牛
乳
パ

ッ
ク
灯
籠
・
傘
玉
ア
ー
ト
）

�

1
日�

�

筆
祭
並
び
七
夕
書
道
展
表
彰
式
、、
光
る
風
船
で

天
の
川
、
種
村
強
様
・
角
川
書
店
様
正
式
参
拝

�

2
日�

�

七
夕
参
拝
笹
飾
り
奉
納
（
松
崎
地
区
母
子
保
健
推

進
協
議
会
様
・
佐
波
幼
稚
園
様
・
多
々
良
幼
稚
園

様
・
瑞
祥
幼
稚
園
様
・
松
崎
幼
稚
園
様
）

�

4
日�

七
夕
参
拝
笹
飾
り
奉
納
双
葉
幼
稚
園
様

�

7
日�

�

七
夕
祈
願
祭
、
山
口
の
日
本
酒
利
き
酒
ま
つ
り
、

RICO
H

「Ri100

」
で
七
夕
祭
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
ト

ー
ト
バ
ッ
グ
を
作
ろ
う
！
、七
夕
茶
会（
参
集
殿
）、

ひ
こ
ぼ
し
★
お
り
ひ
め
コ
ン
サ
ー
ト
、
光
る
風
船

を
持
っ
て
歩
こ
う
、
天
神
芸
術
村

�
15
日�

奉
納
清
書
展
二
次
審
査
会

�
17
日�

梅
の
土
用
干
し
開
始

�
20
日�

新
総
代
就
任
奉
告
祭

�
22
～
23
日�

天
神
囃
子
梅
っ
子
お
は
や
し
合
宿

�

25
日�

月
次
茶
会
表
流
華
松
会
ご
奉
仕

�
�

防
府
天
満
宮
神
社
関
係
者
連
絡
協
議
会

�

31
日
～
8
月
1
日　

夏
休
み
子
ど
も
教
室

8
月�

1
日�
回
廊
内
ミ
ス
ト
噴
射
器
設
置

�

3
～
5
日��

御
誕
辰
祭
（
夏
祭
り
）
万
灯
の
夕
べ
・
ビ
ア
ガ
ー

デ
ン
・
ゆ
か
た
茶
会
敬
神
婦
人
会
奉
仕

�

3
日�

�

万
灯
祭
・
奉
納
清
書
奉
告
祭
並
び
同
展
表
彰
式
・

剣
道
大
会
・
子
供
樽
み
こ
し
（
中
止
）・
カ
ラ
オ

ケ
大
会
・
防
府
天
神
太
鼓
奉
納
演
奏
・
大
茶
碗
茶

会
山
本
百
次
会
御
奉
仕

�

4
日�

�

豊
穰
祈
願
祭
・
夫
婦
円
満
祈
願
祭
・
柔
道
大
会
・

遠
的
弓
道
大
会
・
古
武
道
大
会
・
浴
衣
＆
歌
謡
コ

ン
サ
ー
ト

�

5
日�

�

御
誕
辰
祭
当
日
祭
・
大
花
火
大
会
・
和
太
鼓
奉
納

演
奏
・
ク
ラ
ブ
を
楽
し
も
う
・
少
年
剣
道
大
会
・

都
山
流
尺
八
楽
範
山
会
邦
楽
コ
ン
サ
ー
ト（
茶
室
）

�
�

�

花
火
大
会
会
場
奉
仕
（
マ
ツ
ダ
㈱
防
府
工
場
、
ユ

ニ
ク
ロ
、
お
伽
衆
、
青
年
部
若
梅
会
）

�

25
日�

�

月
次
茶
会
煎
茶
専
心
小
笠
原
流
山
口
県
中
部
支
部

ご
奉
仕
、
お
頼
み
会

9
月�

1
日�

式
典
保
存
委
員
会

�

3
日�

お
手
廻
り
保
存
会
宣
誓
式

�

7
日�

出
雲
大
社
教
第
一
教
区
13
名
様
正
式
参
拝

�

8
日�

鈴
虫
放
生
祭
（
大
専
坊
）

�

9
日�

�

お
籤
上
げ
神
事
、
第
三
十
九
回
防
府
天
満
宮
杯
将

棋
名
人
戦

�

11
日�

�

福
井
県
敦
賀
市
気
比
神
宮
宮
司
福
本
祐
喜
様
正
式

参
拝

�

12
日�

防
府
天
満
宮
勝
ち
牛
杯
氏
子
対
抗
ゴ
ル
フ
大
会

�

14
日�

天
神
お
ん
な
神
輿
め
ざ
ま
し
テ
レ
ビ
出
演

日  

誌  

抄
（
平
成
三
十
年
）

が
大
石
段
に
登
場
。
山
口
ゆ
め
花
博
の
開
催
に
協
賛
し
設
置
。

天
神
様
か
ら「
幸
せ
ま
す
」

※

幸
せ
ま
す
は
山
口
の
方
言
で「
あ
り
が
た
い
」と
か「
嬉
し
く
思
う
」と
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

清
掃
奉
仕�

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

７
月
21
日�

松
崎
佐
波
地
区
子
供
会
約
5
0
0
名
様

８
月
６
日　

��

マ
ツ
ダ
㈱
防
府
工
場
、
㈱
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
防
府
工
場
、

　
　
　
　
　
　

防
府
商
工
高
校
、
高
川
学
園
、
社
会
福
祉
協
議
会
、

　
　
　
　
　
　

お
伽
衆
、
防
府
街
商
組
合

９
月
25
日�

栄
町
老
人
ク
ラ
ブ
40
名
様

10
月
25
日�

共
進
町
老
人
ク
ラ
ブ
12
名
様

11
月
11
日�

㈱
イ
オ
ス
20
名
様

11
月
25
日�

マ
ツ
ダ
㈱
防
府
工
場

11
月
26
日�

澤
田
建
設
㈱
、
防
府
街
商
組
合

奉
納
品�

ご
奉
納
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

12
月
5
日　

干
支
の
御
柱
（
Ｐ
12
掲
載
）�

林	

隆
雄
様

秋
の「
幸
せ
ま
す
」花
回
廊

七
夕
ま
つ
り

▲オープニングセレモニーテープカット
　（左より、
　防府観光コンベンション協会羽嶋会長、
　池田防府市長、防府商工会議所喜多村会頭、
　松村防府市議長、高橋禰宜）

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市
内
の
双
葉

幼
稚
園
・
保
育
園
園
児
二
十
三
名

と
当
宮
敬
神
婦

人
会
五
十
名
が

ご
奉
仕
致
し
ま

し
た
。
園
児
た

ち
は
巫
女
さ
ん

に
「
こ
の
梅
大

き
い
よ
」な
ど
、

楽
し
そ
う
に
一

生
懸
命
ご
奉
仕

し
て
い
ま
し

た
。 梅

ち
ぎ
り

10102号　さかたり



TOPICS 私達に見覚えありませんか？

〝
今
年
は
馬
の
手
配
が
難
航
〟

　

理
由
と
し
て
、

お
世
話
人
の
高
齢

化
で
所
有
者
の
減

少
、
西
日
本
豪
雨

災
害
で
厩
舎
が
被

害
に
遭
う
な
ど
し

た
為
、
花
神
子
社

参
式
は
十
頭
か
ら

四
頭
、
御
神
幸
祭

は
十
二
頭
か
ら
六

頭
に
減
ら
し
て
の

ご
奉
仕
と
な
り
ま

し
た
。
関
係
各
位

に
は
大
変
ご
迷
惑

を
お
掛
け
致
し
ま

し
た
。

�

15
日�

新
総
代
就
任
奉
告
祭
、
防
府
菊
花
会
総
会

�

18
日�

中
国
五
県
青
年
神
職
協
議
会
26
名
様
正
式
参
拝

�

23
日�

�

秋
季
祖
霊
大
祭
、
海
軍
少
年
電
信
兵
第
六
十
八
期

会
慰
霊
祭
、
臨
時
式
典
保
存
委
員
会
、
観
月
会

�

24
日�

御
分
霊
奉
送
式
・
大
小
行
司
役
宅
祭

�

25
日�

秋
祭
・
月
次
茶
会
裏
千
家
林
宗
洋
先
生
ご
奉
仕

�

26
日�

�

花
回
廊
設
置
～
至
10
月
21
日
（
期
間
中
敬
神
婦
人

会
花
ガ
ラ
摘
み
奉
仕
）
バ
レ
ー
ボ
ル
セ
ル
ビ
ア
女

子
代
表
チ
ー
ム
参
拝

�

26
～
27
日�

桑
山
中
学
校
生
徒
2
名
職
場
体
験

�

27
日�

敬
神
婦
人
会
研
修
旅
行
（
福
岡
県
宮
地
嶽
神
社
）

�

28
日�

末
社
愛
宕
社
権
現
祭
（
御
神
幸
祭
）

�

30
日�

印
章
祭

10
月�

2
日�

�「
没
後
四
百
年
雲
谷
等
顔
展
」（
山
口
県
立
美
術
館
）

に
当
宮
所
蔵
宝
物
「
束
帯
天
神
図
」
出
展
（
～
12

月
下
旬
ま
で
）

10
月�

4
日�

�

花
回
廊
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
、
イ
サ
ン
・

チ
ュ
ア
駐
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
使
館
首
席
公
使
参

拝

�

7
日�

花
神
子
社
参
式
役
付
児
童
説
明
会

�

13
～
14
日�

池
坊
奉
納
花
展

�

14
日�

�

花
神
子
社
参
式
・
奉
祝
茶
会
表
流
山
本
百
次
会
奉

仕
、
役
員
会

�

18
日�

裸
坊
安
全
協
議
会

�

20
日�

愛
情
防
府
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
天
神
芸
術
村

�

21
日�

�

当
宮
氏
子
青
年
部
若
梅
会
注
連
縄
奉
製
下
準
備
作

業
開
始
、
花
回
廊
鉢
植
販
売

�

22
～
25
日�

巫
女
神
楽
舞
研
修
（
講
師
先
﨑
徑
子
先
生
）

�

28
日�
�

毛
利
家
秋
祭
・
御
神
幸
祭
供
奉
員
会
、
山
野
教
授

来
宮

�

25
日�

月
次
茶
会
裏
千
家
陶
山
宗
英
先
生
ご
奉
仕

�

29
～
30
日��

役
員
総
代
研
修
旅
行
（
福
岡
県
水
天
宮
）

�

29
日�

�

千
葉
県
市
原
市
八
坂
神
社
・
神
総
会
23
名
様
正
式

参
拝

�

31
日
～
11
月
18
日　

第
六
十
三
回
奉
納
防
府
菊
花
展

11
月�

2
日�

�

注
連
縄
奉
製
作
業
高
川
学
園
中
学
生
70
名
体
験
奉

仕

�

5
日�

�

山
口
県
神
社
庁
防
府
支
部
大
麻
頒
布
始
祭
（
於
参

集
殿
）

�

3
日�

防
飛
二
期
慰
霊
祭

�

9
日�

�

第
六
十
三
回
奉
納
菊
花
展
表
彰
式
、
注
連
縄
奉
製

当
宮
氏
子
青
年
部
若
梅
会
奉
仕
・
高
川
学
園
中
学

生
70
名
体
験
奉
仕

�

10
日�

裸
坊
実
行
委
員
会

�
10
～
17
日�

第
三
十
六
回
防
府
天
満
宮
杯
奉
納
少
年
野
球
大
会

�
12
日�

み
ど
り
保
育
園
25
名
七
五
三
詣
参
拝

�
14
日�

西
佐
波
保
育
園
34
名
七
五
三
詣
参
拝

�

15
日�

�

七
五
三
、
氏
子
青
年
部
若
梅
会
注
連
縄
取
付
、
大

幟
立
て

�

16
日�
お
は
け

�

16
～
23
日�
大
小
行
司
夜
々
詣

�

18
日�
天
神
お
ん
な
神
輿
説
明
会

�

19
日�

菊
花
無
料
切
り
分
け

�

22
日�

蔵
出
し
・
大
祓

�

23
日�

御
神
幸
祭
前
夜
祭

�

24
日�

御
神
幸
祭
（
裸
坊
祭
）�

�

25
日�

�

御
神
幸
祭
報
賽
祭
・
神
上
式
・
天
神
お
ん
な
神
輿

奉
納
・
防
府
邦
楽
舞
踊
連
盟
奉
納
邦
楽
演
奏
会（
演

舞
場
）

�

26
日�

蔵
納
め

12
月�

1
日�

破
魔
矢
奉
製
始

�

5
日�

�

例
祭
併
せ
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭
、
節
分
参
与
会
、

干
支
の
御
柱
奉
納

�

11
日�

大
祓
詞
浄
書
会

�

12
日�

大
祓
詞
浄
書
会

�

15
日�

合
格
は
ち
ま
き
洗
濯

�

17
日�

大
祓
詞
浄
書
会

�

18
日�

大
祓
詞
浄
書
会

�

20
日�

煤
払
い
同
敬
神
婦
人
会
奉
仕

�

23
日�

天
神
お
ん
な
神
輿
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

�

25
日�

古
絵
馬
焼
納
神
事

�

28
日�

正
月
臨
時
巫
女
奉
仕
者
説
明
会

�

31
日�

年
越
大
祓
式

を大専
坊にお

いて四日間行い、講師には、神社音楽協会会長
先﨑徑子先生をお招きしご指導頂きました。

新
総
代
・
役
員
就
任
の
ご
紹
介�

（
敬
称
略
）

氏
子
総
代　
　
　

安
村
竹
史　
　
　

六
月
三
日
付

　
　
　
　
　
　
　

有
本
哲
朗　
　
　

六
月
三
日
付

　
　
　
　
　
　
　

山
根
耕
太
郎　
　

六
月
三
日
付

　
　
　
　
　
　
　

上
田
和
男　
　
　

六
月
三
日
付

　
　
　
　
　
　
　

高
須
　
洋　
　
　

七
月
二
十
日
付

崇
敬
者
総
代　
　

石
井
一
郎　
　
　

九
月
十
五
日
付

　
　
　
　
　
　
　

下
野
行
雄　
　
　

十
二
月
六
日
付

　

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。�

巫女神楽舞研修

バレーボールセルビア女子代表４名参拝（9月26日）
平成28年より防府市がセルビア共和国バレー男女チームの
ホストタウンとして国の登録を受け、スポーツや文化など
同国と様々な交流を行っています。この日は2018世界バレ
ー出場を前に防府で合宿。その折来宮され、茶室芳松庵で
は日本の伝統文化に興味津々。この直後開催された「2018
女子世界選手権」では、お抹茶パワーで見事優勝を果たし
ました。今後益々のご活躍をお祈りいたします。

（
御
神
幸
祭
の
無
事
成

功
を
祈
る
祭
）

大行司役
　藤井德夫氏

小行司役
　清水基治氏

花神子役
　青木はな乃さん

花
神
子
社
参
式

11 さかたり　102号



▲干支の御柱　
表参道に来年２月10日まで設置。
平成三十一年の干支は十二支最後の
「亥」です。古来より干支はその年の
守り神と言い伝えられています。

平成31年  新春の祭事行事

▲梅まつり　
2月17日～ 3月3日（2月下旬から3月上旬がみごろ）

▲弓始式　１月14日　午後１時より ▲釿始式　1月5日　午後3時より

▲節分祭・牛替神事　2月2日・3日

歳
　旦
　祭
　一
月

　一
日

　午
前
三
時
よ
り

七
草
粥
の
会
　一
月

　七
日

　午
前
六
時
三
十
分
よ
り

貞
宮
遙
拝
式
　一
月
十
一
日

　午
前
十
時
よ
り

　元日から三日まで当宮周辺は交通規制があります。
　詳細と正月お店情報は、同封の「防府天満宮初詣
おもてなしMAP」もしくは左記QRコードを携帯電話・
スマートフォンのカメラで読み取ってください。

交通規制について

新
年
に
幸
せ
を
願
い

防
府
天
満
宮
に

ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う

　ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す

初
詣
の
ご
案
内
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