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今
年
の
夏
は
猛
暑
続
き
の
記
録
ず
く
め
の
夏
で
し
た
。
三
五
度
超
え
は
当
た
り
前
で
四
〇
度
に
も
届
き
そ
う
な

日
が
毎
日
の
よ
う
に
続
き
ま
し
た
。
気
候
変
動
は
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。
社
会
問
題
と
言
え
ば
、
気
候
変
動
に
か
か
わ
ら
ず
高
齢
化
と
社
会
保
障
の
問
題
、
国
際
紛
争
や
国
防

に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
色
々
と
現
代
社
会
は
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

先
日
あ
る
方
か
ら
「
神
主
さ
ん
と
し
て
今
一
番
の
社
会
問
題
と
思
え
る
こ
と
は
な
ん
で
す
か
」と
質
問
さ
れ

ま
し
た
。
私
は
「
ハ
テ
」と
考
え
ま
し
た
が
、
即
座
に
「
少
子
化
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
お
答
え
し
ま
し
た
。

実
際
に
近
く
の
小
学
校
で
は
ク
ラ
ス
も
減
少
し
天
満
宮
の
境
内
に
も
子
供
た
ち
の
声
が
響
く
こ
と
は
少
な
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
常
々
そ
ん
な
境
内
は
神
様
に
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
に
お
答
え
す
る
と
、
そ
の
方
は
す
か
さ
ず
「
で
は
そ
の
解
決
策
は
ど
こ
に

あ
る
と
宮
司
さ
ん
は
お
考
え
で
す
か
」と
畳
み
込
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
「
ハ
テ
」と
考
え
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
も

即
座
に
「
そ
の
解
決
策
は
お
祭
り
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
お
答
え
い
た
し
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
・
・
・

　

お
祭
り
と
い
う
も
の
は
神
様
へ
の
感
謝
と
信
仰
の
表
現
で
は
あ
り
ま
す
が
、
老
若
男
女
、
利
害
関
係
も
な
く
、

思
想
信
条
も
関
係
な
く
皆
が
集
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
そ
の
地
域
の
一
員
だ
と
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
す
る
と
、
あ
そ
こ

に
は
こ
ん
な
息
子
が
い
る
、
こ
こ
に
も
こ
ん
な
お
嬢
さ
ん
が
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
自
然
に
み

ん
な
に
、
そ
し
て
本
人
た
ち
に
も
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
自
分
た
ち
は
こ
の
村
の
出
身
者
な
ん
だ
、
自
分
た
ち

は
こ
の
ま
ち
の
出
身
者
な
ん
だ
と
い
う
誇
り
と
自
分
の
ル
ー
ツ
を
お
祭
り
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
祭
り
と
は
本
来
そ
の
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
中
で
直
接
人
と
人
と
が
出
会
い
、
そ
し
て
人
と
人
と
が
理
解
し
合
う
、
そ
の
よ
う
な
場
が
神
社

の
祭
り
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

防
府
天
満
宮
の
御
神
幸
祭
・
裸
坊
祭
も
御
神
忌
一
一
二
五
年
式
年
大
祭
を
迎
え
る
に
あ
た
り
一
万
人
裸
坊

奉
仕
を
目
指
し
て
い
ま
す
。「
兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
」の
掛
け
声
の
も
と
、
お
祭
り
が
ど
ん
ど
ん
盛
ん
に
な
る
、

そ
し
て
そ
の
結
果
、
ま
ち
は
ひ
と
つ
の
家
族
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
、
そ
の
先
に
新
し
い
命
も
生
ま
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
祭
り
、
そ
の
先
に

宮
司
　
鈴 

木 

宏 

明 



　

こ
の
度
、
役
員
改
選
が
行
わ
れ
、
新
会
長
に
岡
正
朗
氏
、

名
誉
会
長
に
福
田
百
合
子
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

新
役
員
は
次
の
通
り
で
す
。（
敬
称
略
）

●
名
誉
会
長
…
福
田
百
合
子

●
顧

問
…
山
中
祥
弘
・
馬
場
良
治
・
田
中
康
男

●
会

長
…
岡　

正
朗

●
副
会
長
…
綱
川
智
久
・
羽
嶋
秀
一

●
監

事
…
山
田
禎
二
・
塩
田
津
多
子

●
理

事
…
宇
野
好
一
・
山
田
梓
江
・
鈴
木
典
子

　

天
神
様
へ
の
心
か
ら
の
思
い
を
共
に
す
る
崇
敬

会
会
長
を
、
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
長
く
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
父
、
祖
父
、
曾
祖
父
は
山

口
御
堀
の
外
郎
屋
と
し
て
、
天
満
宮
様
へ
の
信
仰

篤
く
、
境
内
の
玉
垣
石
柱
に
そ
の
名
を
刻
ん
で
い

る
の
で
す
。
私
の
両
親
も
兄
弟
も
こ
の
事
実
が
嬉

し
く
、
自
慢
で
も
あ
り
、
お
参
り
の
度
に
必
ず
こ

の
玉
垣
の
石
柱
を
撫
で
ま
し
た
。
我
が
家
に
は
大

神
宮
様
始
め
神
様
を
祀
る
場
が
多
い
の
で
す
が
、

天
神
様
は
別
格
で
す
。
花
庭
の
奥
に
別
棟
の
お
社

が
石
垣
の
上
に
鎮
座
、
毎
月
榊
を
新
し
く
供
え
て

拝
み
ま
す
。
防
府
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
例
会
卓
話

で
、
こ
の
お
話
を
し
た
ご
縁
も
あ
り
、
崇
敬
会
の

研
修
旅
行
、
東
京
支
部
設
立
、
総
会
、
懇
親
会
な

ど
思
い
出
も
多
く
感
謝
の
極
み
で
す
。
今
回
、
高

齢
の
為
、
引
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
岡
先
生
（
県
立
大
学
理
事
長
）ご
就
任
を
心
よ

り
嬉
し
く
御
祝
申
し
上
げ
感
謝
の
ご
挨
拶
と
致
し

ま
す
。

　

こ
の
度
、
福
田
百
合
子
前
会
長
の
後
任
と
し
て
防

府
天
満
宮
崇
敬
会
会
長
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
私

で
は
い
さ
さ
か
力
不
足
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
得
て
、
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
は
１
９
５
０
年
５
月
５

日
に
防
府
市
栄
町
で
生
ま
れ
、
高
校
ま
で
防
府
市
に

在
住
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
天
神
様
は
物
心
つ
い

て
か
ら
の
神
様
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
氏
子
で

ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
菅
公
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た

８
月
５
日
は
、
私
の
長
男
の
誕
生
日
で
あ
り
大
変
畏

れ
多
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
度
の

会
長
就
任
は
こ
と
の
ほ
か
大
変
名
誉
な
事
と
存
じ
て

お
り
ま
す
。

　

子
供
の
こ
ろ
は
、
お
祭
り
の
度
に
親
戚
が
集
ま
り
、

ち
ら
し
寿
司
を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

天
神
様
の
山
手
に
遊
園
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
連
れ

て
行
っ
て
も
ら
っ
た
思
い
出
や
、
友
達
と
天
神
山
の

山
頂
に
上
り
、
水
晶
を
探
し
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ

ま
す
。
こ
の
様
に
、
防
府
の
町
は
天
神
様
を
中
心
と

し
て
親
戚
や
町
内
会
の
皆
さ
ん
、
友
人
同
士
が
深
く

繋
が
っ
て
い
ま
す
。
本
崇
敬
会
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
組
織
と
私
自
身
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
Ｉ
T
、
Ａ
I
の
影

響
で
人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
防
府
に
は
天
神
様
と
い
う
有
難
い
シ
ン
ボ
ル
が
あ

り
ま
す
の
で
、
崇
敬
会
が
今
後
さ
ら
に
大
き
な
輪
と

な
っ
て
、
人
と
人
の
繋
が
り
を
強
く
す
る
こ
と
を
願
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
誠
心
誠
意
取
り
組
み
ま

す
の
で
、
ご
指
導
・
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

結
び
に
、
令
和
９
年
春
に
は
菅
原
道
真
公
の
御
神

忌
一
一
二
五
年
式
年
大
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
の
で
、

絶
大
な
る
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
私
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
年
十
月
十
九
日
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー

プ
ラ
ザ
に
於
い
て
五
十
五
名
が
参
列
。
ま
ず
、
崇
敬

会
東
京
支
部
繁
栄
祈
願
祭
を
斎
行
、
引
き
続
き
総
会

を
開
催
。
総
会
後
は
鈴
木
宮
司
が「
菅
公
の
和
魂
漢

才
」と
題
し
て
記
念
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
交
流
会
に
移
り
、
参
加
者
が
自
己
紹
介

や
天
満
宮
の
思
い
出
話
を
し
な
が
ら
大
い
に
親
交
を

深
め
ま
し
た
。

　

ま
た
今
回
の
総
会
に
合
わ
せ
、
当
宮
青
年
部
若
梅

会
が
岡
俊
明
会
長
以
下
十
二
名
で
参
加
。
同
会
は
、

ハ
リ
ウ
ッ
ド
貴
賓
室
入
口
に
掛
け
る
注
連
縄
を
毎
年

奉
製
し
て
お
り
、
実
際
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
注
連
縄

を
初
め
て
目
に
し
大
変
満
足
し
て
い
ま
し
た
。

崇
敬
会
に
感
謝

名
誉
会
長

　

福ふ
く
だ田　

百ゆ

り

こ
合
子

就
任
の
ご
挨
拶

会
長

　

岡お
か　

正ま
さ
あ
き朗

▲東京支部参加の皆様

3 さかたり　114号

「
第
三
回
東
京
支
部
総
会
・

�

交
流
会
」
開
催

崇
敬
会
だ
よ
り

崇
敬
会
だ
よ
り

永
年
会
員

　

岡　

正
朗	

防
府
市
栄
町

特
別
法
人
会
員

　

M
IRA
IM
	

柳
井
市
旭
ヶ
丘

　

A
S　

Com
pany

㈱	

山
口
市
平
井

特
別
会
員

　

中
村　

和
彦	

防
府
市
駅
南
町

家
族
会
員

　

藤
本　

実	

防
府
市
桑
南

　

村
上　

守	

宇
部
市
明
神
町

　

時
森　

二
郎	

熊
毛
郡
田
布
施
町

　

竹
内　

愼
一	

防
府
市
高
井

　

松
本　

耕
一	

長
崎
県
壱
岐
市

　

小
山　

勝
宏	

群
馬
県
前
橋
市

　

山
本　

泰
子	

防
府
市
惣
社
町

　

土
師　

宏
隆	

岡
山
県
岡
山
市

個
人
会
員

　

佐
野　

記
子	

東
京
都
江
東
区

　

小
松　

明
美	

下
松
市
河
内

　

村
上　

恵
子	

美
祢
郡
美
東
町

　

玉
野　

由
美
子	

周
南
市
五
月
町

　

網
本　

睦
夫	

周
南
市
須
々
万

　

土
師　

潤
子	

岡
山
県
岡
山
市

令
和
六
年
五
月
一
日
以
降
入
会
の
方
々
で
す
。

	

（
順
不
同
敬
称
略
）

崇
敬
会
新
規
入
会

崇
敬
会
入
会
を
ご
希
望
の
方
は
、

同
封
の
入
会
案
内
を
御
覧
の
上
、

お
申
し
込
み
頂
き
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。



　

厚
狭
天
満
宮
の
例
大
祭
は
、
戦
後
資
金
不
足
や
人
手
不

足
に
よ
り
衰
退
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
二
年
、
歴
史
と

伝
統
を
継
承
し
よ
う
と
「
古
式
行
事
保
存
会
」が
発
足
し
た
。

以
降
、
大
行
司
・
小
行
司
ま
た
裸
坊
や
奴や
っ
こ
と
い
っ
た
諸
役

が
秋
季
例
大
祭
の
中
で
、
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

今
で
は
市
や
商
工
会
議
所
な
ど
と
協
力
し
、
様
々
な
催
し

と
併
せ
て
十
一
月
第
二
日
曜
日
に
「
厚
狭
天
神
秋
ま
つ
り
」

と
し
て
地
域
を
あ
げ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　

厚
狭
天
満
宮
の
大
行
司
・
小
行
司
は
、
防
府
天
満
宮
の

よ
う
に
御
神
幸
祭
の
責
任
者
で
は
な
く
、「
大
殿
」「
小
殿
」

と
い
う
役
を
代
表
と
し
た
「
古
式
行
事
」い
わ
ゆ
る
大
名
行

列
を
構
成
す
る
二
つ
の
集
団
名
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
集

団
は
そ
れ
ぞ
れ
警
護
役
と
し
て
、
み
の
箱
、
弓
、
片
箱
、

台
傘
、
た
く
だ
槍
で
構
成
さ
れ
る
奴
と
、
最
後
尾
に
馬
に

乗
っ
た
「
大
殿
」・「
小
殿
」と
続
く
。
古
式
行
事
の
詳
し
い

起
源
は
不
明
だ
が
、
地
元
の
方
に
よ
る
と
、「
厚
狭
に
は
殿
町

と
い
う
地
名
が
あ
り
、
お
殿
様
が
住
ん
で
い
た
。
大
殿
・

小
殿
は
そ
の
歴
史
に
由
来
し
、
古
式
行
事
は
そ
の
大
名
行

列
を
模
し
た
も
の
で
は
な
い
か
」と
言
う
。

　
「
古
式
行
事
」は
、
秋
季
例
大
祭
の
前
に
神
前
に
奉
納
さ

れ
る
が
、
防
府
天
満
宮
の
「
お
宮
入
り
」に
倣
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
大
行
司
・
小
行
司
の
集
団
は
厚
狭
川
を
境
目
と

し
て
二
手
に
分
か
れ
、
二
つ
の
集
団
は
厚
狭
の
町
中
を
東

西
に
分
か
れ
て
練
り
歩
く
。
最
後
に
厚
狭
天
満
宮
の
参
道

で
合
流
し
、
小
行
司
、
大
行
司
の
順
で
神
前
に
「
奴
の
手

ぶ
り
」を
奉
納
す
る
。
な
お
、
昔
は
東
と
西
を
練
り
歩
く
集

団
は
一
年
お
き
に
東
西
を
交
代
し
て
い
た
と
い
う
。「
古
式

行
事
」は
明
治
三
十
年
頃
か
ら
厚
狭
天
満
宮
秋
季
例
大
祭
へ

奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

①
古
式
行
事
保
存
会
の
発
足

①
古
式
行
事
保
存
会
の
発
足

②
大
行
司
・
小
行
司
の
こ
と

②
大
行
司
・
小
行
司
の
こ
と

　
山
陽
小
野
田
市
厚
狭
に
鎮
座
す
る
厚
狭
天
満
宮
（
正
式
名
称 

菅
原
神
社
）は
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）に
厚
狭
毛
利
家
の
助

言
に
よ
り
、
当
地
の
枝
村
家
が
萩
市
に
鎮
座
す
る
金
谷
天
満
宮

か
ら
勧
請
し
、
鎮
守
の
神
と
し
て
創
建
し
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
。
し
か
し
天
保
年
間
に
激
し
い
水
害
に
あ
い
、
現
在
の
天
満

宮
は
明
治
十
三
年
に
地
元
有
志
者
の
手
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
と

い
う
。
勧
請
元
の
金
谷
天
満
宮
は
太
宰
府
天
満
宮
か
ら
勧
請
さ

れ
た
天
満
宮
だ
が
、
防
府
天
満
宮
の
影
響
が
色
濃
い
。

　
今
回
は
地
元
の
天
神
信
仰
と
昔
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
氏

神
様
、
そ
し
て
防
府
天
満
宮
の
三
者
の
関
係
を
示
す
事
例
と
し

て
興
味
深
い
調
査
と
な
っ
た
。

▲厚狭天満宮ご社殿
　写真はすべて令和6年１１月１０日撮影

▲御神前に奉納される「みの箱」

天天
府府

満満
宮宮

防防

～
厚
狭
天
満
宮
秋
季
例
大
祭
調
査
を
通
し
て
～

～
厚
狭
天
満
宮
秋
季
例
大
祭
調
査
を
通
し
て
～

ここ

とと

ふふ

ここ

るる

ろろ

ささ

のの
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各
地
に
あ
る
天
満
宮
の
多
く
は
江
戸
期
の
天
神
信
仰
の
高

ま
り
に
よ
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
氏
神
神
社
に
加
え
、（
勧

請
し
）建
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
度
の
厚
狭
の
例
も
鴨
神
社

に
付
属
す
る
形
式
と
い
え
よ
う
。
厚
狭
天
満
宮
は
金
谷
天
満

宮
よ
り
勧
請
し
た
と
の
由
緒
を
持
つ
。
し
か
し
、
現
在
の
祭

典
の
内
容
は
同
宮
の
例
祭
を
核
に
、
防
府
天
満
宮
（
御
神
幸

祭
）に
倣
う
。
ま
つ
り
の
意
義
は
異
な
る
が
、
御
網
代
神
輿

と
裸
坊
に
よ
る
御
神
幸
又
お
宮
入
り
行
事
と
い
っ
た
、
全
体

の
か
た
ち
を
重
ね
て
い
る
。
大
切
な
の
は
、
も
と
も
と
の
氏
神

様
で
あ
る
鴨
神
社
へ
の
礼
儀
を
忘
れ
て
い
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
こ
に
は
、
神
様
に
守
ら
れ
地
域
を
共
に
発
展
し
て
い

こ
う
と
す
る
民
衆
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
た
。

　

現
在
の
古
式
行
事
は
、
厚
狭
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
で
御

祓
い
を
受
け
て
か
ら
厚
狭
天
満
宮
へ
出
発
す
る
。

　

集
団
が
天
満
宮
へ
向
か
う
途
中
、
み
の
箱
が
奴
行
列
を
外

れ
、
道
す
が
ら
の
商
店
や
畑
、
家
な
ど
に
入
り
、
奴
の
所

作
を
行
い
、
商
売
繁
盛
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
を
願
う
。

み
の
箱
は
奴
の
中
で
も
代
表
的
な
立
場
で
あ
り
、
み
の
箱

だ
け
は
例
大
祭
に
参
列
で
き
る
。
古
式
行
事
は
、
天
神
様

の
御
神
徳
を
人
々
に
授
け
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
一
方
、
代
表
者
の
大
殿
・
小
殿
は
狩
衣
を
纏
い
、

天
上
眉
が
描
か
れ
、
殿
様
の
風
貌
を
し
て
い
る
。
防
府
天

満
宮
の
大
行
司
・
小
行
司
に
見
ら
れ
る
首
か
ら
下
げ
た
お

守
り
や
竿
衣
は
、
厚
狭
天
満
宮
の
行
事
で
は
登
場
し
な
い
、

な
ど
の
差
異
が
あ
る
。

　

到
着
後
秋
季
例
大
祭
が
斎
行
さ
れ
、
古
式
行
事
の
奉
納

を
奉
告
し
、
あ
ら
た
め
て
厚
狭
地
域
の
繁
栄
と
安
寧
を
祈

念
す
る
。
こ
の
後
、
裸
坊
率
い
る
御
神
幸
と
な
る
。

　

厚
狭
天
満
宮
の
裸
坊
の
姿
は
防
府
天
満
宮
と
酷
似
し
て

い
る
。
目
好
正
宮
司
は
、「
厚
狭
天
満
宮
の
裸
坊
は
、
防

府
天
満
宮
に
倣
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」

と
語
る
。
御
神
幸
前
に
御
網
代
に
「
御
霊
遷
し
」を
し
、
行

列
は
出
発
す
る
。
行
列
の
構
成
は
露
払
い
（
大
潮
）、
高
張

提
灯
が
供
奉
し
、
御
網
代
と
続
く
。

　

裸
坊
の
男
た
ち
は
白
装
束
に
た
す
き
掛
け
を
し
、
両
肩

と
腹
に
御
神
紋
の
印
を
押
す
。
現
在
で
は
裸
坊
の
人
数
は

三
十
名
ほ
ど
だ
が
、
古
く
は
道
を
塞
ぐ
ほ
ど
裸
坊
が
あ
ふ

れ
て
い
た
と
い
う
。

お
わ
り
に

お
わ
り
に

③
古
式
行
事
に
つ
い
て

③
古
式
行
事
に
つ
い
て

④
厚
狭
天
満
宮
の
裸
坊

④
厚
狭
天
満
宮
の
裸
坊

防
府
天
満
宮
に
倣
っ
た
神
事
（
御
神
幸
祭
や
大
小
行
司
、

花
神
子
な
ど
）、
防
府
天
満
宮
天
神
講
社
に
つ
い
て
ご
存

じ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
防
府
天
満
宮	

髙
橋
（
㈹

０
８
３
５

−

２
３

−

７
７
０
０
）ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。

▲鴨神社でお参りをする裸坊たち

▲お祓いをしながら進む裸坊たち

　

裸
坊
た
ち
は
厚
狭
天
満
宮
を
出
発
す
る
と
、
ま
ず
氏
神

様
の
鴨
神
社
へ
向
か
う
。
こ
れ
は
裸
坊
が
町
中
を
天
神
様

を
乗
せ
た
御
網
代
を
曳
く
前
に
、
氏
神
様
へ
ご
挨
拶
を
す

る
た
め
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
本
町
、
千
町
、
寝
太
郎
、

鴨
の
庄
と
厚
狭
全
域
を
約
三
時
間
か
け
て
巡
り
、
御
還
幸

と
な
る
。

　

厚
狭
天
満
宮
の
裸
坊
の
掛
け
声
「
わ
っ
し
ょ
い
、
兄
弟
」

は
、「
み
ん
な
神
様
の
子
供
だ
か
ら
、
兄
弟
と
し
て
奉
仕
し

よ
う
」と
い
う
意
思
の
現
れ
と
い
い
、
防
府
天
満
宮
の
そ
れ

と
同
様
で
あ
る
。
網
代
に
は
常
に
二
、
三
人
が
乗
っ
て
お

り
、
前
方
に
乗
る
裸
坊
は
進
み
な
が
ら
御
幣
を
振
り
、
厚

狭
の
町
中
を
御
祓
い
す
る
。
ま
た
ご
祝
儀
を
奉
納
し
た
家

や
店
に
は
網
代
振
り
が
行
な
わ
れ
、
総
代
か
ら
お
守
り
が

授
与
さ
れ
、
大
切
に
店
先
な
ど
で
お
祀
り
さ
れ
る
。
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～１万人裸坊奉仕を目指して～防府天満宮 お旅所「勝間の浦」改修竣工

▲整備された南側。御着船当時の向島・田島を再現。 ▲玉垣に囲まれた浜殿がある北側（本年御神幸祭当日）

〈由緒〉	道真公は大宰府の天拝山で無実の誠を書き綴った祭文を天にかざしたところ、この誠の心が天に届き「天
てんまだいじざいてんじん

満大自在天神」の
称号を戴かれ神となられました。

	 	一本松神社ではこの時の道真公の強く聖なる御魂の働きである「荒
あらみたま

魂（力強く進み行く御魂の働き）」をお祀りしており、そ
の御神徳は、「何事にも負けず、自分を信じ突き進み、新たなものを手にいれる力の作用」と言われています。このことから一
本松神社では神となられた天拝山のある西側を向いておられます。なお防府天満宮では道真公のおだやかな御魂の働きである
「和
にぎみたま

魂」をお祀りしています。

一本松神社（◀︎遷座祭10月27日）

「菅公御着船の地」の石碑（宮司揮毫）

十
月
二
十
九
日
、
羽
嶋
奉
賛
会
会
長
を
は
じ
め
、
役
員
、
御
神
幸
祭
関
係
者
、

地
元
の
方
々
な
ど
約
六
十
名
が
参
列
し
標
記
竣
工
祭
が
斎
行
さ
れ
、
引
き
続
き

記
念
式
典
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
式
典
で
は
、
羽
嶋
秀
一奉
賛
会
会
長
（
防
府
商

工
会
議
所
会
頭
）
よ
り
「
こ
れ
ま
で
天
満
宮
と
共
に
裸
坊
祭
に
ご
尽
力
い
た
だ

き
ま
し
た
地
元
を
は
じ
め
各
関
係
者
皆
様
の
支
え
が
あ
って
こ
そ
毎
年
の
裸
坊
祭

が
斎
行
出
来
て
い
ま
す
。
今
後
も
お
互
い
連
携
を
深
め
な
が
ら
菅
公
御
着
船
の
こ

の
地
を
『
裸
坊
の
聖
地
』
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」

と
話
さ
れ
、「
防
府
の
元
気
は
裸
坊
の
元
気
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ロ
ー
ガ
ン

『
一
万
人
裸
坊
奉
仕
』
の
実
現
は
県
内
外
か
ら
訪
れ
る
参
加
者
・
観
光
客
に
よ

る
交
流
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
結
果
大
き
な
経
済
効
果
が
期
待
で
き
る
か

ら
で
す
。
今
後
も
『
兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
』
の
心
を
持
って
、地
域
の
宝
『
裸
坊
祭
』

と
な
る
よ
う
目
指
し
て
力
を
注
い
で
参
り
ま
す
。」
と
ご
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
宮
司
よ
り
謝
辞
を
申
し
述
べ
、
閉
会
致
し
ま
し
た
。

お
旅
所「
勝
間
の
浦
」の
ご
説
明
は
同
封
し
て
お
り
ま
す
別
紙
を
ご
覧
下
さ
い
。

▲挨拶をする羽嶋奉賛会会長 ▲竣工祭

6114号　さかたり



御
神
忌
千
百
二
十
五
年
式
年
大
祭
御
奉
賛
状
況

御
奉
賛
有
難
う
存
じ
ま
す�

（
令
和
六
年
五
月
一
日
〜
令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
現
在
・
正
会
員
以
上
・
敬
称
略
順
不
同
）

御神忌1125年
式年大祭記念事業 防府天満宮 お旅所「勝間の浦」改修竣工

〈
名
誉
会
員
〉

二
百
万
円

　

㈱
礒
野
商
店	

防
府
市
華
浦

百
五
十
万
円

　

小
松　

宗
介	

防
府
市
田
島

百
万
円

　

A
S	Com

pany

㈱	

山
口
市
平
井

　

藤
井　

德
夫	

福
岡
市
東
区
若
宮

　

周
防
運
輸
㈱	

防
府
市
新
田

　

藤
元　

正
明	

防
府
市
東
松
崎
町

七
十
二
万
円

　

太
平
町
町
内
会	

防
府
市
栄
町

〈
特
別
会
員
〉

六
十
万
円

　

山
口
マツ
ダ
㈱	

山
口
市
維
新
公
園

五
十
万
円

　

協
和
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱	

萩
市
椿

　

㈱
三
商	

防
府
市
新
田

　

山
口
調
理
機
㈱	

防
府
市
浜
方

　

寺
西　

修
二	

西
宮
市
高
松
町

二
十
万
円

　

誠
英
高
等
学
校	

防
府
市
東
三
田
尻

　

安
村
商
事
㈱	

防
府
市
宮
市
町

十
万
円

　

藤
井　

浩	

防
府
市
戎
町

　

西
京
観
光	

防
府
市
西
浦

　

M
IRA
IM
	

柳
井
市
旭
ヶ
丘

　

清
水　

博
道	

防
府
市
東
佐
波
令

　

匿
名	

防
府
市

　

㈲
三
協
モ
ー
タ
ー
ス	

防
府
市
新
田

　

㈱
ゴ
ー
ル
デ
ン
ボ
ー
ル	

防
府
市
鐘
紡
町

　

宮
内　

登
代
子	
防
府
市
松
崎
町

〈
正
会
員
〉

五
万
円

　

藤
井　

輝
男	

防
府
市
勝
間

　

藤
井　

芳
雄	

防
府
市
東
佐
波
令

　

藤
井　

厚	

防
府
市
江
泊

　

清
水　

隆	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

巌	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

守	

防
府
市
迫
戸
町

　

清
水　

実	

防
府
市
国
衙

　

清
水　

正
博	

防
府
市
上
天
神
町

　

新
山
王　

政
和	

愛
知
郡
東
郷
町
白
鳥

　

河
本　

隆
司	

防
府
市
国
衙

　

清
水　

弘
幸	

防
府
市
上
右
田

　

清
水　

基
治	

防
府
市
鈴
屋

　

竹
中　

信
雄	

防
府
市
中
西

三
万
円

　

土
井　

と
し
み	

防
府
市
東
松
崎
町

　

重
舛　

弘	

防
府
市
台
道

　

ヤ
ナ
ガ
ワ
商
事
㈱	

防
府
市
高
倉

　

藤
井　

義
久	

防
府
市
富
海

　

㈲
渡
辺
養
魚
場　

	

防
府
市
松
崎
町

　

藤
井　

完
二	

防
府
市
東
佐
波
令

　

藤
井　

早
希
恵	

防
府
市
東
佐
波
令

　

藤
井　

房
子　

	

防
府
市
東
佐
波
令

　

藤
井　

勇	

防
府
市
江
泊

　

藤
井　

芳
晴	

防
府
市
江
泊

　

藤
井　

和
夫	

防
府
市
江
泊

　

藤
井　

正
浩	

防
府
市
江
泊

　

藤
井　

憲
文	

防
府
市
江
泊

　

藤
井　

道
男	

防
府
市
国
衙

　

藤
井　

千
穂	

防
府
市
江
泊

　

清
水　

純
一	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

文
雄	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

保
夫	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

節
男	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

亮
治	

防
府
市
東
佐
波
令

　

清
水　

修
一	

防
府
市
緑
町

　
㈱
ベ
ル
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
プ
ロ
ダ
ク
ツ	

防
府
市
鐘
紡
町

　

御
手
洗　

正
明	

防
府
市
松
崎
町

　

波
多　

拓
治	

防
府
市
上
天
神
町

　

小
濱　

美
智
子	

防
府
市
国
衙

　

藤
村　

勝
利	

防
府
市
東
松
崎
町

　

中
村　

好
江	

岩
国
市
麻
里
布
町

　

田
戸　

哲
二	

防
府
市
美
和
町

　

う
め
だ
時
計
店	

防
府
市
天
神

　

駅
通
り
自
治
会	

防
府
市
天
神

　

駅
通
り
商
店
街	

防
府
市
天
神

　

尾
﨑　

美
也
子	

防
府
市
栄
町

　

今
村　

陽
一	

防
府
市
上
天
神
町

　

滝
本　

正
時	

防
府
市
新
橋
町

　

竹
村　

暘	

防
府
市
宮
市
町

　

松
村　

奈
美
子	

防
府
市
田
島

　

清
水　

正
光	

下
関
市
彦
島
本
村
町

　

清
水　

光
康	

防
府
市
東
佐
波
令

　
（
医
）ひ
ら
た
内
科
呼
吸
器
科
医
院

	

防
府
市
東
松
崎
町

　
（
医
）杉
桑
会	

防
府
市
佐
波

　

三
田
尻
生
活・ケ
ア
総
合
セ
ン
タ
ー
㈱	

	

防
府
市
東
松
崎
町

　

吉
村　

憲
和	

防
府
市
大
崎

　

藤
井　

昌
弘	

防
府
市
真
尾

　

藤
井　

泰
治	

防
府
市
牟
礼

　

藤
井　

達
哉	

防
府
市
牟
礼

　

藤
井　

慧
子	

防
府
市
上
右
田

　

清
水　

泉	

防
府
市
鈴
屋

　

松
崎
町
町
内	

防
府
市
松
崎
町

　

あ
ら
い
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニッ
ク

	

防
府
市
牟
礼
今
宿

　

大
村　

祐
之	

防
府
市
新
橋
町

　

近
森　

亜
希
子	

福
岡
市
東
区
千
早

　

㈲
岩
井
組	

防
府
市
八
王
子

　

山
本　

美
佐
子	

防
府
市
戎
町

　

藤
本　

宜
美	

防
府
市
東
松
崎
町

　

増
野　

英
治	

防
府
市
戎
町

　

太
刀
川　

芳
恵	

品
川
区
大
崎

　

伊
藤　

治
枝	

防
府
市
松
崎
町

　

御
手
洗　

照
子	

防
府
市
松
崎
町

　

小
嶋　

直
剛	

防
府
市
下
右
田

　

吉
田　

保
和	

山
口
市
鋳
銭
司

　
ミ
ツ
ヰ
工
業
㈲	

防
府
市
鞠
生
町

　

松
浦　

健
之	

防
府
市
天
神

以
上

コース1（特別限定朱印）85人、コース2（巾着）128人、
コース3（裸坊祭拝観・酒垂神社前）1人、コース4（裸
坊祭拝観・茶室）1人、コース5（裸坊祭拝観・東北）
3人、コース6（石碑芳名）17人、コース7（鳥居芳名）
2人、コース8（幸せます米）22人、コース9（お気持ち）
38人。合計297人の方々から6,025,000円のご支援を賜
りました。感謝申し上げます。

クラウドファンディング
ご支援の報告
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私
は
防
府
天
満
宮
御
神
幸
祭
小こ

ぎ
ょ
う
じ
け

行
司
家
と
し
て
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
小
行
司
家
と
は
御
神
幸
祭

の
無
事
斎
行
を
願
う
家
柄
で
、
大
祭
で
は
重
要
な
役
目
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
は
、
防
府

市
東
佐
波
令
の
畑は

た
（
通
称
人ひ

と

丸ま
る

）
と
い
う
と
こ
ろ
で
天
神
山
の
北
側
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
そ
の
昔
、

国
府
の
役
人
を
し
て
い
た
藤
井
家
・
清
水
家
の
一
族
が
多
く
住
ん
で
お
り
、
別
名
「
官
人
の
里
」
と

い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
神
山
と
多
々
良
山
の
間
、
ち
ょ
う
ど
現
在
の
防
府
競
輪
場
あ
た
り
を
抜
け
、

国
分
寺
を
通
り
国
府
ま
で
の
古
道
が
あ
り
、
こ
の
道
を
通
って
政
務
に
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
な
ぜ
藤
井
家
・
清
水
家
が
一
地
区
を
形
成
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
両
家
と

も
国
府
の
役
人
だ
っ
た
お
陰
で
、
国
府
が
主
導
し
行
っ
て
い
た
御
神
幸
祭
を
通
し
今
に
至
る
天
神
様

と
の
深
く
永
いつ
な
が
り
を
築
い
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
も
職
は
違
え
ど
藤
井
・
清
水
は

二
十
数
軒
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
同
姓
が
多
か
っ
た
の
で
屋

号
で
呼
ば
れ
、
私
の
家
は
関
所
の
近
く
に
あ
っ
た
の
で

「
関
屋
の
清
水
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
私
達
の
祖
先
は
「
官
人
の
里
」
を
一
望
で
き
る
高

台
に
一
族
の
お
墓
を
建
て
ま
し
た
。
お
墓
参
り
に
は
大

変
難
儀
を
し
て
い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
が
築
い
た
里
を

い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
見
守
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
子
孫

が
こ
の
里
を
大
切
に
残
せ
る
よ
う
に
と
願
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

振
り
返
って
み
ま
す
と
、
昭
和
四
十
五
年
に
初
め
て
小
行
司
役
を
奉
仕
し
て
早
五
十
五
年
、
平
成

六
年
に
は
二
回
目
の
奉
仕
を
し
ま
し
た
。
ま
た
平
成
八
年
か
ら
二
十
数
年
に
わ
た
り
、
小
行
司

「
承

し
ょ
う

仕し

」
を
務
め
ま
し
た
。「
承
仕
」
と
は
、
社
坊
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
社
官
の
役
職
で
、
以
来
は
御

神
幸
祭
に
関
わ
る
す
べ
て
の
祭
典
で
神
職
の
補
佐
的
な
役
割
を
果
た
す
役
職
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
巫
女
さ
ん
の
手
伝
い
も
し
ま
す
。
祭
典
中
、
巫
女
さ
ん
が
足
を
し
び
れ
さ
せ
立
ち
上
が
れ

な
か
っ
た
時
な
ど
、
と
っ
さ
に
代
わ
り
を
務
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（
笑
）。
ま
た
、
佐
波
川
漁
業

組
合
長
時
代
、
御
神
幸
祭
千
年
の
記
念
事
業
で
「
佐
波
川
で
の
台
車
清
め
」
を
行
っ
た
際
は
、
台

車
が
川
に
ス
ム
ー
ズ
に
降
り
ら
れ
る
よ
う
組
合
長
と
し
て
関
係
各
署
と
協
議
を
重
ね
、
河
岸
を
整
備

し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
れ
は
直
接
「
承
仕
」
の
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
い
仕
事
を

し
た
と
自
負
し
て
い
ま
す
（
笑
）。「
承
仕
」
の
役
職
は
退
き
ま
し
た
が
、
先
々
代
鈴
木
品
一
宮
司
、

先
代
鈴
木
健
一
郎
宮
司
、
そ
し
て
現
鈴
木
宏
明
宮
司
と
三
代
に
わ
た
っ
て
ご
奉
仕
申
し
上
げ
、
同

族
会
の
一
員
と
し
て
一
生
懸
命
天
神
様
の
為
に
お
世
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
の
「
官
人
の
里
」
に
生
ま
れ
育
ち
、
天
神
様
と
の
つ
な
が
り
を
大
変
有
り
難
く
、
誇
り
に
思
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
こ
の
里
を
守
って
こ
ら
れ
た
ご
祖
先
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
本

年
十
月
に
は
「
令
和
九
年
御
神
忌
千
百
二
十
五
年
式
年
大
祭
」
の
記
念
事
業
と
し
て
、
防
府
天
満

宮
御
旅
所
「
勝
間
の
浦
」
の
整
備
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
年
を
と
り
ま
し
た
が
、
心
新
た
に
ご

奉
仕
を
続
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
って
い
ま
す
。

寄 
稿 

│ 

古
老
が
語
る 

│ 

天
神
様
と
私
〔
3
〕

小
行
司
家
（
元
承
仕
）　
清
水
　
玉
夫
　（
昭
和
九
年
生
）

「「
官官か
ん
か
ん

人人じ
ん
じ
ん
の
里
」に

の
里
」に

生
ま
れ
て

生
ま
れ
て

▲小行司役を奉仕する前に小行司家を世襲する証とし
て頂いた「系譜状」

▲里を見下ろす一族の墓

▲２回目の小行司役を奉仕する私〈平成６年〉

※	

同
族
会
と
は
・
・
・
昭
和
四
十
年
に
大
行
司
家
「
藤
井
家
」・
小
行
司
家
「
清
水
家
」
の
同
族
が
防
府
天
満
宮
の

最
重
要
で
あ
る
裸
坊
祭
を
永
劫
に
ご
奉
仕
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
。
大
・
小
行
司
役
は
こ
の
家
柄
の
者
し
か
奉

仕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

▲御旅所にある「菅公着船の碑」（文化４年
〈1807〉建立）

　この碑文の中で「菅公御着船の時に勝間の
浦にて周防国司　土師信貞と国府の役人で
あった藤井某と清水某が見送った」とある
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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

TOPICS “清 少納言”現る⁉

大河ドラマ「光る君へ」をご覧になっていますか？

　このドラマで“清少納言”役を演じている俳優のファースト
サマーウイカさんが来宮。この度は山口大学でのトーク
ショーのために来県、これに併せ、清少納言や父・清

きよはらのもとすけ

原元輔に
ゆかりの防府市をそして防府天満宮を訪問されました。
　実は、清少納言の父・清原元輔は、天延２年（974）に
周
すおうのかみ

防守（国司の長官）として赴任し、清少納言もここ防府で
４年間を過ごしたようです。
　父・元輔が詠んだ詩に
　「思いでよ　千年の春のけふごとに　
	 勝間の浦の岸の姫松」　～元輔集より～
　があります。
　当宮では、宮司より由緒説明を受け、1004年に始まった
御神幸祭と清少納言が一条天皇の皇后である中宮定子に仕
えた時に執筆した「枕草子」にふれ、防府天満宮と一条天皇
との深い縁に驚いておられました。

※清原元輔…	平安時代中期に活躍した歌人。その才能を生かし「万葉集」の訓読
を手掛けた他、「三十六歌仙」の一人でもある。

令
和
6
年
（
神
社
挙
式
分
／
敬
称
略
）

6
月
8
日	

倉
重
　
雅
樹
・
景
子

6
月
12
日	

石
田
　
貴
之
・
安
美

6
月
15
日	

池
本
　
尚
平
・
み
な
み

6
月
18
日	

河
村
　
靖
・
佳
子

	
	

阿
部
　
徳
彦
・
千
里

7
月
14
日	

新
澤
　
亮
・
明
日
香

9
月
1
日	

西
田
　
圭
介
・
世
る
里

9
月
22
日	

ブ
レ
イ
ン
　
ク
リ
ス
・
あ
り
さ

10
月
14
日	

熊
谷
　
拓
也
・
葉
子

10
月
20
日	

臺
　
一
磨
・
侑
子

10
月
26
日	

橋
津
　
裕
亮
・
祐
希
子

	
	

松
見
　
慎
之
介
・
育
花

11
月
2
日	

斎
藤
　
毅
・
花
凜

11
月
3
日	

西
山
　
優
輝
・
茉
佑

11
月
16
日	

原
田
　
尚
幸
・
早
彩

11
月
30
日	

河
野
　
正
憲
・
結
花

12
月
1
日	

田
中
　
真
人
・
智
子

12
月
7
日	

古
川
　
昌
宏
・
愛
子

12
月
22
日	

石
川
　
正
洋
・
実
来

12
月
24
日	

リ
チ
ャ
ー
ド
イ
ア
ン
　
リ
ー
ス
・
久
美
子

ひ
た
ぶ
る

　

権
禰
宜　

髙
橋　

正
成

　

防
府
天
満
宮
へ
奉
職
し
５
年
が
過
ぎ
た
。
こ

の
５
年
間
で
最
も
大
き
な
出
来
事
は
結
婚
し
、

家
庭
を
持
っ
た
こ
と
だ
。
防
府
天
満
宮
の
大
前

で
誓
詞
を
奉
読
し
た
時
、「
何
と
も
言
え
な
い
不

思
議
な
感
情
」
が
沸
き
上
が
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
。
思
い
返
せ
ば
あ
の
感
情
は
緊
張
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
責
任
を
感
じ
て
い
た
の
だ

と
今
で
は
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
私
と
共
に

ご
先
祖
様
か
ら
頂
い
た
命
を
未
来
へ
受
け
継
い

で
い
っ
て
く
れ
る
妻
を
持
っ
た
こ
と
へ
の
責
任

が
あ
の
感
情
を
湧
き
あ
が
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

今
年
防
府
市
に
豪
華
寝
台
列
車
「
ト
ワ
イ
ラ

イ
ト
瑞み
ず
か
ぜ風
」
が
立
ち
寄
る
よ
う
に
な
っ
た
。
防

府
市
に
と
っ
て
は
大
き
な
出
来
事
だ
。
こ
の

「
瑞
風
」
は
吉
兆
を
あ
ら
わ
す
み
ず
み
ず
し
い

風
と
い
う
意
味
だ
が
、
私
た
ち
の
住
む
日
本
の

国
も
同
じ
「
瑞
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
、

「
瑞み
ず
ほ穂
の
国
」
と
い
う
美
称
が
あ
る
。
み
ず
み

ず
し
い
稲
穂
が
豊
か
に
実
る
国
と
い
う
意
味

だ
。
こ
の
瑞
風
の
立
ち
寄
り
は
防
府
に
住
む
私

た
ち
に
新
た
な
み
ず
み
ず
し
い
生い
の
ち命
を
与
え
て

く
れ
る
吉
兆
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
の
新
た
な
る
家
庭
に
も
「
瑞
風
」
を
吹
か

せ
た
い
。
そ
し
て
子
供
が
成
長
し
て
、
一
息
つ

け
る
時
が
来
た
ら
、
妻
と
共
に
豪
華
寝
台
列
車

で
旅
を
し
た
い
も
の
だ
。
そ
の
時
は
新
た
な

「
何
と
も
言
え
な
い
不
思
議
な
感
情
」
が
沸
い

て
く
る
の
だ
ろ
う
。

※�

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
。

　

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
８
３
５
－
２
３
－
７
７
０
０
）
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で
は
新
た
な
行
事
と
し
て
エ
シ

カ
ル
バ
ン
ブ
ー
㈱
（
防
府
市
）が

七
夕
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
新
た
に
企
画
し
た
バ
ン
ブ
ー

オ
ブ
ジ
ェ
が
お
目
見
え
。
多
く
の
参
拝
者
を
楽
し
ま
せ
た
。

天
神
様
の
夏
か
ら
秋

（
令
和
六
年
六
月
～
十
二
月
）

毎
月
１
日
、
15
日
、
25
日
は
月
次
祭

	

毎
月
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
）・
月
次
茶
会
・
祖
霊
殿
月
次
祭
神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
か
ふ
ぇ
・

ど
ぶ
ろ
く
（
濁
り
酒
）奉
納

６
月
４
日	

責
任
役
員
会

	

９
日	

御
神
幸
祭
供
奉
員
会
総
会
・
正
式
参
拝

	

15
日	

青
年
部
若
梅
会
総
会
・
正
式
参
拝

	

16
日	

北
海
道
三
景
天
満
宮
顧
問
大
西
様
正
式
参
拝

	

21
日	

	

長
崎
県
佐
世
保
市
春
日
神
社
・
日
野
九
十
九
島
神
社
合
同
参
拝
旅
行
団

	
	

９
名
正
式
参
拝

	

25
日	

	

総
代
会
・
正
式
参
拝
、
牛
替
神
事
発
展
会
議
、
月
次
茶
会
開
催
な
し
、
ど

ぶ
ろ
く
カ
フ
ェ
み
づ
は
様
毎
月
25
日
ど
ぶ
ろ
く
（
二
五
り
酒
）奉
納
開
始

	

27
・
28
日	

敬
神
婦
人
会
七
夕
飾
り
奉
製
奉
仕

	

29
日	

㈲
ほ
う
ふ
外
郎
本
舗
様
「
ほ
う
ふ
水
無
月
」奉
納
奉
告
祭

	

30
日	
	

夏
越
神
事
、
大
祓
式
、
御
田
植
祭
、
禍
除
祈
願
祭
、「
ほ
う
ふ
水
無
月
」

１
６
０
食
無
料
配
布

７
月
１
～
７
日	

	

七
夕
ま
つ
り
～
期
間
中
笹
飾
り
短
冊
頒
布
、
光
の
斎
庭
（
傘
玉
ア
ー
ト
、

ア
ン
ブ
レ
ラ
ス
カ
イ
）、
七
夕
笹
飾
り
奉
納
・
参
拝
（
多
々
良
幼
稚
園
・

松
崎
幼
稚
園
・
瑞
祥
幼
稚
園
・
佐
波
幼
稚
園
・
勝
間
小
学
校
・
松
崎
地

区
母
子
保
健
推
進
協
議
会
）、
し
あ
わ
せ
大
人
女
子
旅
、
エ
シ
カ
ル
バ

ン
ブ
ー
㈱
奉
納
バ
ン
ブ
ー
オ
ブ
ジ
ェ「
竹
林
財
宝
」展
示（
春
風
楼
）

	

４
日	

	

三
社
会
（
太
皷
谷
稲
成
神
社
、
佐
嘉
神
社
、
藤
崎
八
旛
宮
）14
名
様
正
式

参
拝

	

６
日	

	

七
夕
茶
会
（
参
集
殿
）、
浴
衣
モ
デ
ル
撮
影
会
、
奉
納
清
書
展
二
次
審
査

	

６
～
７
日	

も
の
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

	

７
日	

	

七
夕
祈
願
祭
、
筆
ま
つ
り
並
筆
ま
つ
り
七
夕
書
道
展
・
同
表
彰
式
、
七

夕
キ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
和
装
）、
ひ
こ
ぼ
し
お
り
ひ

め
コ
ン
サ
ー
ト
（
水
本
諭
・VocalistLino

）、
Ｋ
Ｄ
Ｓ
ダ
ン
ス
ス
ク
ー

ル
、
Ａ
Ｎ
A
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
御
朱
印
帳
記
者
発
表（
当
宮
頒
布
デ

ザ
イ
ン
と
Ａ
Ｎ
Ａ
販
売
デ
ザ
イ
ン（
通
販
サ
イ
ト
に
て
販
売
）の
二
種
類

を
制
作
）

	

９
日	

式
年
大
祭
広
報
委
員
会

	

20
日	

	
松
崎
佐
波
地
区
子
供
会
連
合
会
境
内
清
掃
奉
仕
約
４
０
０
名

	

24
日
～
25
日	
夏
休
み
子
ど
も
教
室

	

25
日	

	
梅
風
会
山
口
県
支
部
総
会
・
正
式
参
拝
、
月
次
茶
会
表
流
令
月
会
（
子

ど
も
茶
会
）

	

28
日	

梅
の
土
用
干
し
開
始

	

29
～
30
日	

天
神
囃
子
梅
っ
子
夏
合
宿

	

29
～
31
日	

防
府
総
合
支
援
学
校
教
員
異
業
種
体
験
実
習

８
月
１
～
５
日	

御
誕
辰
祭
限
定
朱
印
頒
布

	

３
～
５
日	

御
誕
辰
祭
（
夏
祭
り
）

	
	

	

万
灯
の
夕
べ
、
献
燈
ボ
ン
ボ
リ
奉
納
、
文
芸
ボ
ン
ボ
リ
奉
納
、
ビ
ア

ガ
ー
デ
ン
、
子
ど
も
花
火
、
こ
ど
も
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、
大
茶
碗
茶
会

	

３
日	

	

奉
納
清
書
奉
告
祭
・
同
表
彰
式
、
三
日
祭
並
万
灯
祭
並
同
点
灯
式
、
剣

道
大
会
、
子
供
樽
み
こ
し
、
ド
ロ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
、
天
神
サ
マ
ー

JA
ZZ

フ
ェ
ス
タ

	

４
日	

	

四
日
祭
並
豊
穰
祈
願
祭
、
古
武
道
大
会
、
遠
的
弓
道
大
会
、
柔
道
大

会
、
夫
婦
円
満
祈
願
祭
幸
せ
大
盤
振
る
舞
い
餅
ま
き
、
和
太
鼓
リ
レ
ー

（
龍
美
女
太
鼓
・
天
神
梅
っ
子
）、
絵
唱
会
浴
衣
＆
歌
謡
コ
ン
サ
ー
ト

	

５
日	

	

御
誕
辰
祭
当
日
祭
、
崇
敬
会
役
員
11
名
就
任
奉
告
祭
、
少
年
剣
道
大
会
、

薫
童
子
奉
納
和
太
鼓
演
奏
、
大
花
火
大
会
、
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
フ
ェ
ス
、

都
山
流
尺
八
楽
範
山
会
邦
楽
コ
ン
サ
ー
ト

	

６
日	

大
専
坊
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

	

８
日
～
14
日	

大
社
國
學
館
実
習
生
３
名
受
入

	

25
日	

	

お
頼
み
会
、
月
次
茶
会
表
流
華
松
会
渡
辺
宗
恵
先
生
ご
奉
仕

	

27
日	

式
年
大
祭
広
報
部
会

９
月
１
日	

お
手
廻
り
保
存
会
宣
誓
式
、
防
府
菊
花
会
総
会

	

３
日	

	

式
典
保
存
委
員
会
、
式
年
祭
募
財
委
員
会
、
島
根
・
山
口
両
県
知
事
来
宮

	

６
日	

千
歳
飴
奉
製
始
め

	

７
日	

お
籤
上
げ
神
事

	

８
日	

鈴
虫
放
生
祭
、
防
府
天
満
宮
杯
将
棋
名
人
戦

	

17
～
27
日	

納
骨
殿
北
側
斜
面
伐
採
・
清
掃
作
業

▲春風楼にライトアップされたバンブーオブジェ作品「竹林財宝」
　 （作者：いけばな草月流金子凛草先生）。同社は、全国的な問題になっている放置

竹林を計画的に管理伐採し、持続可能な有益な資源として竹を製品化し、環境
保全に貢献されています。

七
夕
ま
つ
り

Ａ
Ｎ
Ａ
×
防
府
天
満
宮
の
御
朱
印
帳

島
根
・
山
口
両
県
知
事
来
宮

▲ 令和９年に斎行される御神忌1125年式年大祭を奉祝
し、制作されました。当日は記者発表が行われ、客室
乗務員が来宮、七夕まつりに花を添えてくれました。

　是非旅のお供に！▲ 旧毛利本邸で行われた知事会議に先立ち、当宮を
参拝されました。（写真左より）丸山達也島根県知事、
宮司、村岡嗣政山口県知事、池田豊防府市長

大
行
司
役

　
藤
井
　
正
浩
氏

小
行
司
役

　
清
水
　
博
道
氏

花
神
子
役

　
鈴
木
　
優
さ
ん

（
御
神
幸
祭
の
無
事
成
功

を
祈
る
祭
）

花
神
子
社
参
式
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を
斎
行
。
こ
れ
は
、
群
馬

の
梅
を
応
援
す
る
会
「
う

め
の
わ
」（
群
馬
県
内
の
製

造
業
者
５
社
）が
、
大
河
ド

ラ
マ
『
花
燃
ゆ
』の
ご
縁
を

更
に
深
め
た
い
」と
「
カ
リ

カ
リ
梅
の
日
（
カ
リ
カ

リ
ッ
と
い
う
歯
ご
た
え
の

音
か
ら
十い

い一
月
十お

と

日
）」に

合
わ
せ
て
行
っ
た
。

	

21
日	

御
分
霊
奉
送
式
・
大
小
行
司
役
宅
祭

	

22
日	

	

海
軍
少
年
電
信
兵
第
六
十
八
期
会
慰
霊
祭
、
ほ
う
ふ
競
輪
場
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン

	

23
日	

	

秋
季
祖
霊
大
祭
、
手
話
言
語
の
国
際
デ
ー
春
風
楼
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

	

25
日	

秋
祭
、
月
次
茶
会
開
催
な
し

	

28
日	

末
社
愛
宕
社
権
現
祭

	

29
日	

花
神
子
社
参
式
役
付
児
童
説
明
会
、
印
章
祭

	

30
日	

式
年
祭
広
報
部
会

10
月
２
日	

太
宰
府
天
満
宮
飛
梅
講
社
二
十
五
日
会
36
名
様
正
式
参
拝

	

３
日	

防
府
看
護
専
門
学
校
「
藍
の
戴
帽
式
」（
於
春
風
楼
）

	

４
日	

	

裸
坊
特
別
懇
話
会
、
美
容
師
組
合
花
神
子
･
局
着
付
継
承
勉
強
会
、
神

牛
像
に
賽
銭
箱
設
置

	

５
日	

ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
交
通
安
全
祈
願
祭
38
台

	

６
日	

第
三
回
防
府
市
こ
ど
も
文
化
祭
紅
わ
ら
べ
･
梅
っ
子
出
演

	

７
日	

裸
坊
安
全
協
議
会

	

10
日	

	

㈱
藤
井
販
促
企
画
室
ギ
ミ
チ
ョ
コ
様
「
ジ
ン
ジ
ャ
ー
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
」奉

納
奉
告
祭

	

11
日	

㈲
ス
ナ
ハ
ラ
笑
顔
米
実
行
委
員
会
様
「
笑
顔
米
」奉
納

	

12
～
14
日	

第
四
十
二
回
天
満
宮
杯
少
年
野
球
大
会

	

13
日	

花
神
子
社
参
式
、
同
奉
祝
池
坊
奉
納
花
展
、
同
奉
祝
茶
会

	

15
日	

ゴ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス
様
「
学
問
の
香
り
」奉
納
奉
告
祭

	

19
日	

	

第
三
回
崇
敬
会
東
京
支
部
総
会
（
於
六
本
木
ヒ
ル
ズ
東
京
ハ
リ
ウ
ッ
ド

ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
プ
ラ
ザ
）

	

20
～
21
日	

青
年
部
若
梅
会
研
修
旅
行
（
東
京
大
神
宮
正
式
参
拝
他
）

	

20
日	

御
神
幸
祭
供
奉
員
会
総
会

	

22
～
25
日	

巫
女
神
楽
舞
研
修
（
講
師
先
﨑
徑
子
先
生
）

	

23
日	

	

㈱
丸
久
・
山
口
農
協
直
販
様
「
幸
せ
ま
す
コ
シ
ヒ
カ
リ
」奉
納
、
Ｊ
Ａ
山

口
県
宇
部
統
括
本
部
様
「
受
か
る
っ
茶
」奉
納

	

24
日	

敬
神
婦
人
会
研
修
旅
行
25
名
参
加
（
宮
島
厳
島
神
社
他
）、

	

25
日	

月
次
茶
会
開
催
な
し

	

26
日	

氏
子
青
年
部
若
梅
会
注
連
縄
奉
製
始

	

27
日	

毛
利
家
秋
祭

	

28
日	

大
専
坊
賄
い
方
お
頼
み
会

	

29
日	

	

式
年
大
祭
事
業
御
旅
所
「
勝
間
の
浦
」整
備
並
び
に
一
本
松
神
社
竣
工
式

	

30
日	

山
口
県
神
社
庁
防
府
支
部
大
麻
頒
布
始
祭

	

31
日	

第
36
回
勝
牛
杯
氏
子
対
抗
ゴ
ル
フ
大
会

11
月
３
日
～
17
日	

第
六
十
九
回
防
府
菊
花
展

	

３
日	

防
飛
二
期
生
の
碑
慰
霊
祭

	

６
日	

役
員
総
代
研
修
旅
行
21
名
参
加
（
福
山
市
沼
名
前
神
社
他
）

	

７
日	

み
ど
り
保
育
園
園
児
21
名
七
五
三
祈
願

	

８
日	

氏
子
青
年
部
若
梅
会
注
連
縄
奉
製
作
業

	

９
日	

	

第
六
十
九
回
奉
納
菊
花
展
表
彰
式
、
裸
坊
実
行
委
員
会
、
ほ
う
ふ
み
ら

い
塾
開
催

	
９
～
10
日	

群
馬
県
う
め
の
わ
様
カ
リ
カ
リ
梅
・
梅
木
奉
納
奉
告
祭

	
11
日	

�「
カ
リ
カ
リ
梅
の
日
」記
念
植
樹
式
並
び
に
カ
リ
カ
リ
梅
無
料
配
布

	

14
日	

	

お
は
け
、
注
連
縄
取
付
氏
子
青
年
部
若
梅
会
奉
仕
、
大
幟
立
て
、
国
府

中
三
年
生
職
場
体
験

	

15
日	
七
五
三
、
お
は
け
神
事

	
	

フ
ァ
ー
ス
ト
サ
マ
ー
ウ
イ
カ
氏
来
宮

	

15
～
22
日	

大
小
行
司
夜
々
詣

	

16
～
17
日	

す
ご
い
ぞ
防
府
秋
の
大
イ
ベ
ン
ト

	

17
日	

天
神
お
ん
な
神
輿
説
明
会

	

18
日	

	

菊
花
無
料
切
分
け

	

20
日	

京
都
市
京
都
國
學
院
７
名
様
正
式
参
拝

	

21
日	

大
祓
、
蔵
出
し

	

22
日	

御
神
幸
祭
前
夜
祭

	

23
日	

第
一
〇
二
一
回
御
神
幸
祭「
裸
坊
祭
」

	

24
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

	

25
日	

蔵
納
め

12
月
２
日	

破
魔
矢
奉
製
始
、
責
任
役
員
会
、
節
分
祭
発
展
会
議

	

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

	

９
～
12
日	

大
祓
詞
浄
書
会

	

15
日	

正
月
臨
時
巫
女
奉
仕
者
説
明
会

	

16
日	

合
格
は
ち
ま
き
洗
濯

	

16
～
30
日	

キ
ッ
ト
カ
ッ
ト
花
回
廊

	

19
～
20
日	

岩
国
・
宇
部
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

	

20
日	

煤
払
い
敬
神
婦
人
会
奉
仕
、
門
松
設
置

	

22
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

	

25
～
31
日	

予
祝
詣

	

31
日	

年
越
大
祓
式

奉
納
品�

ご
奉
納
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

毎
月
25
日　

濁２
５

り
酒（
ど
ぶ
ろ
く
）	

ど
ぶ
ろ
く
カ
フ
ェ
み
づ
は
様

６
月
30
日　

和
菓
子「
ほ
う
ふ
水
無
月
」一
六
〇
食（
配
布
）

	

㈲
ほ
う
ふ
外
郎
本
舗
様

10
月
10
日　

新
米
60
キ
ロ	

浅
原
セ
ツ
コ
様

10
月
11
日　

ミ
ネ
ラ
ル
笑
顔
米
15
キ
ロ	

㈲
ス
ナ
ハ
ラ
様

10
月
15
日　
「
学
問
の
香
り
」	

ゴ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス
様

10
月
22
日　

新
米
30
キ
ロ	

㈲Kou 

稲
葉
豊
美
様

10
月
23
日　

幸
せ
ま
す
コ
シ
ヒ
カ
リ
90
キ
ロ	

丸
久
㈱
様

10
月
23
日　

山
口
茶（
受
か
る
っ
茶
）	

Ｊ
Ａ
山
口
県
宇
部
統
括
本
部
様

11
月
９･

10
日　

梅
苗
木
３
本
・
カ
リ
カ
リ
梅
等
各
種

 

村
岡
食
品
工
業
㈱
、
㈱
コ
マ
ッ
ク
ス
、

赤
城
フ
ー
ズ
㈱
、
㈱
大
利
根
漬
、
㈱
梅
吉

12
月
5
日　

	

干
支
の
御
柱（
巳
）	

林 

隆
雄
様

境
内
清
掃
奉
仕
等�

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

７
月
20
日	

松
崎
佐
波
地
区
子
供
会
約
４
０
０
名
様

８
月
６
日	

マ
ツ
ダ
防
府
工
場
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

11
月
11
日
他	

高
川
学
園
サ
ッ
カ
ー
部
様

大
専
坊
災
害
見
舞
金�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

10
月
25
日	

先
﨑
徑
子
様

※

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

　
園　
　
丁　
宮
藤
奈
美�

六
月
九
日
付

　
園　
　
丁　
岡
原
英
之�

十
二
月
一
日
付

新
入
職
員
紹
介�

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

　
氏
子
総
代　
門
田
悦
秀（
六
行
事
区
）�

十
二
月
三
日
付

　
　
　
　
　
　
松
村
憲
治（
六
行
事
区
）�

〃	

新
総
代
の
ご
紹
介�

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

カ
リ
カ
リ
梅
と
記
念
植
樹
奉
納
奉
告
祭

裸
坊
に
村
岡
知
事
参
加

頑
張
る
受
験
生
を

応
援
す
る
た
め
に

ネ
ス
レ
様
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
七
年
元
日
に
は
関
連
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
予
定
。
詳

し
く
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

キ
ッ
ト
カ
ッ
ト
花
回
廊

▲ 群馬の代表的な梅の品種、「白加賀」、「見驚」、
「八重寒梅」を記念植樹した。

▲ （写真左より）丸久田中社長、島田県議会副議長、宮司、知事、池田防府市長、
澤田奉仕会長、大田・青木両幹事
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●
交
通
規
制
に
つ
い
て
●

元
日
か
ら
３
日
ま
で
当
宮
周
辺
は
交
通
規
制
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
同
封
の
「
防
府
天
満
宮
初
詣
お
も
て
な
し
M
A
P
」、

も
し
く
は
下
記
Q
R
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
ご
確
認
下
さ
い
。

・
予
祝
詣

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

三
十
一
日
ま
で

お
正
月
の
破
魔
矢
・
縁
起
物
等
の
頒
布
を
致
し
て
お
り
ま
す
。

・
歳
旦
祭 

一
月
一
日
　
午
前
三
時
よ
り

・
書
初
め・
梅
茶
接
待（
無
料
）　
於
参
集
殿

 

一
月
一
日
十
三
時
〜
十
六
時

 

二・三
日
両
日
共
九
時
〜
十
六
時

・
天
神
お
ん
な
神
輿
写
真
コン
テ
ス
ト
於
参
集
殿

 

一
月
一
日
〜
八
日
　
九
時
〜
十
六
時

・
千
羽
鶴
ド
ロ
ー
ン
シ
ョ
ー
と
Ａ
Ⅰ
さ
ん
ミ
ニ
ラ
イ
ブ

 

於
春
風
楼 

一
月
一
日
　
午
後
五
時
三
十
分

　 ※

詳
細
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

・
釿
始
式 

一
月
五
日
午
後
三
時
よ
り

・
七
草
粥
の
会
　
於
参
集
殿
　
　
　

 

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

・
弓
始
式 
一
月
十
三
日
　
午
後
一
時
よ
り

・
節
分
祭
牛
替
神
事
　
二
月
一・二
日

・
梅
ま
つ
り 

二
月
十
六
〜
三
月
二
日

人
形
感
謝
祭    

三
月
一
日

人
形
預
か
り
期
間
　
二
月
十
一
日
〜
二
十
八
日

人
形
里
親
探
し
　
　
三
月
一
日
〜
五
日

※

節
分
祭
牛
替
神
事
・
梅
ま
つ
り
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

防府天満宮は12月25日からお正月12月25日

令和７年 新春の祭事行事

こ
こ
ろ 

新
た
に

　年
の
始
は
天
神
様
へ

初穂料 2,000円

令和９年1125年式年大祭奉祝事業

※初穂料は式年大祭奉賛金として納めさせていただきます

※イメージ

特
別
ご
朱
印
の
ご
案
内

(

切
り
絵
朱
印)

令
和
七
年

旧
年
の
感
謝
を

捧
げ
る
と
と
も
に
、

新
年
の
幸
せ
を
願
い

天
神
様
へ

ご
参
拝
頂
き
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

初
詣
の
ご
案
内

第
二
回
さ
く
ら
咲
ま
つ
り

日
時

　三
月
二
十
九
・三
十
日

一
月
一
日
よ
り
頒
布
一
一
二
五
枚
限
定▲昨年の様子

境
内
約
四
五
〇
本
の
さ
く
ら
が

満
開
の
こ
ろ
、新
装
に
な
っ
た
防
府

競
輪
場
と
共
催
し
、食
フ
ェ
ス
を

中
心
と
し
た《
さ
く
ら
咲
ま
つ
り
》

を
斎
行
し
ま
す
の
で
、ご
家
族
お

揃
い
で
お

参
り
下
さ

い
。
詳
細

は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に

て
お
知
ら

せ
い
た
し

ま
す
。
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