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五
月
一
日
、皇
太
子
殿
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
目
出
度
く
も
新
天
皇
に
御
即
位
さ
れ
、元
号
も
「

和
」

と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
天
皇
皇
后
両
陛
下
並
び
に
御
皇
室
の
弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
の
御
代
、
天
皇
陛
下
は
常
に
日
本
と
世
界
の
平
和
を
祈
ら
れ
、
そ
の
お
蔭
で
日
本
は
戦
争
の
な
い
穏

や
か
な
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
陛
下
は
御
在
位
中
、先
の
戦
争
を
お
気
遣
い
に
な
ら
れ
自
ら
激
戦
地
へ
と
赴
き
、

英
霊
に
対
し
て
感
謝
と
慰
霊
の
誠
を
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
平
和
で
あ
る
こ
と
の
尊
さ
を
お
示
し
に
な
ら

れ
た
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
姿
は
私
た
ち
の
心
に
い
つ
ま
で
も
刻
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
自

然
災
害
も
多
く
発
生
し
ま
し
た
。
両
陛
下
は
こ
れ
ら
の
被
災
地
を
巡
ら
れ
、
傷
つ
い
た
被
災
者
の
心
に
し
っ

か
り
と
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
膝
を
つ
き
一
人
ひ
と
り
に
話
し
か
け
ら
れ
た
そ
の
お
姿
に
被
災
者

の
み
な
ら
ず
私
た
ち
国
民
は
有
難
く
勇
気
づ
け
ら
れ
、
人
と
人
と
の
絆
を
深
め
生
き
る
力
へ
と
繋
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
天
皇
陛
下
の
御
存
在
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
今
、
新
天
皇
の
御
即
位
に
国
中
が
希
望
と
お
祝
い
の
雰
囲
気
で
満
ち
溢
れ
て
い
ま
す
。
改
元
に
よ

っ
て
制
定
さ
れ
た
元
号
「

和
」
は
万
葉
集
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
の
序
文
か
ら
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
歌
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
大だ

ざ
い
の
そ
ち

宰
帥
で
あ
っ
た
大
お
お
と
も
の伴

旅た
び

人と

の
庭
で
開
か
れ
た
宴
で
、
長
い
冬
を
耐
え
て
咲

く
梅
の
花
を
愛
で
な
が
ら
詠
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
雅
な
宴
と
は
裏
腹
に
都
で
藤
原

氏
に
押
さ
れ
没
落
し
つ
つ
あ
っ
た
大
伴
氏
の
胸
中
を
推
し
測
る
時
、
私
た
ち
に
は
自
然
と
大
伴
氏
と
道
真
公

の
お
姿
が
重
な
り
合
い
、
同
じ
大
宰
府
の
地
で
天
皇
を
尊
び
平
和
で
安
ら
か
な
世
を
願
わ
れ
た
天
神
さ
ま
の

お
心
も
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
驚
異
的
な
技
術
の
進
歩
に
よ
り
人
工
知
能
と
い
っ
た
分
野
が
発
展
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な

時
代
に
あ
っ
て
「

和
」
の
響
き
は
、
天
皇
陛
下
を
戴
く
日
本
の
麗
し
い
心
の
文
化
を
世
界
に
表
す
に
相
応

し
い
も
の
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

大
御
心
を
戴
い
て

　
　 

感
謝
と
希
望
と 

宮
司
　
鈴 

木 

宏 

明 
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新
天
皇
陛
下
は
皇
太
子
殿
下
時
代
の
平
成
二

年
四
月
十
三
日
ご
来
防
、
当
宮
に
も
ご
参
拝
戴

き
ま
し
た
。
楼
門
内
で
拝
礼
さ
れ
た
後
、
歴
史

館
で
宝
物
を
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
殿
下
は

「
中
世
の
海
上
交
通
路
」
を
ご
研
究
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
宝
物
の
中
で
も
特
に
「
松

崎
天
神
縁
起
絵
巻
」
巻
二
に
描
か
れ
て
い
る

「
菅
公
左
遷
の
船
旅
」
の
場
面
を
熱
心
に
ご
見

学
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

天
満
宮
の
長
い
歴
史
の
中
で
初
め
て
ご
皇
族

の
方
が
ご
参
拝
さ
れ
た
こ
と
に
、
当
時
の
鈴
木

健
一
郎
宮
司
は
そ
の
喜
び
と
殿
下
の
お
人
柄
を

次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
ま
し
た
。

比
類
な
き
英
知
秘
め
ま
す
皇
太
子

�

笑
み
お
だ
や
か
に
降
り
立
ち
給
ふ

当
時
を
知
る
防
府
の
市
民
は
こ
の
度
の
御
即

位
に
際
し
、
新
天
皇
陛
下
に
格
別
の
親
し
み
を

感
じ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
度
の
御
退
位
に
よ
る
御
代
替
わ

り
で
、
国
内
は
新
天
皇
御
即
位
に
向
け
お
祝
い

ム
ー
ド
一
色
と
な
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
で

は
連
日
上
皇
と
な
ら
れ
る
陛
下
の
「
戦
地
慰
霊

と
被
災
地
慰
問
の
旅
」
や
元
号
に
関
す
る
番
組

が
放
送
さ
れ
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。
お
蔭
で

私
達
は
そ
の
報
道
を
通
し
、
象
徴
と
し
て
国
民

の
安
寧
を
只ひ
た

管す
ら

に
祈
ら
れ
る
陛
下
の
お
姿
を
拝

見
で
き
、
御
皇
室
を
戴
く
日
本
の
麗
し
い
伝
統

と
文
化
に
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

毎
年
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
に
当
宮
表
参
道

大お
お

石せ
き

段だ
ん

に
「
幸
せ
ま
す
」
の
花
文
字
を
描
く

「
花
回
廊
」
と
い
う
行
事
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

改
元
の
今
年
は
防
府
市
長
を
先
頭
に
官
民
一
丸

と
な
り
、
四
月
末
ま
で
「
平
成
」
五
月
一
日
か

ら
は
「
令
和
」
の
文
字
を
描
き
即
位
を
お
祝
い

致
し
ま
し
た
（
表
紙
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

日
本
国
民
の
歓
喜
の
様
子
は
国
内
外
に
配
信
さ

れ
、
世
界
か
ら
も
祝
意
を
戴
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

海
外
に
は
王
室
を
も
つ
国
が
あ
り
ま
す
が
、

国
王
の
地
位
は
闘
争
の
末
に
敵
を
倒
し
て
勝
ち

取
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
天
皇
は
万

世
一
系
の
血
統
で
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
す
。

そ
れ
故
世
界
の
権
力
者
か
ら
も
最
高
の
敬
意
が

は
ら
わ
れ
る
、
他
に
類
を
見
な
い
御
存
在
な
の

で
あ
り
ま
す
。
私
達
は
ど
ん
な
時
代
に
も
お
い

て
も
天
皇
陛
下
と
御
皇
室
に
誇
り
と
感
謝
の
気

持
ち
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
に

強
く
思
い
を
致
す
改
元
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
御
大
礼
の
諸
儀
が
恙
な
く
斎
行

さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
天
皇
皇

后
両
陛
下
と
御
皇
室
の
弥
栄
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

▼「令和」と書かれた額を手にして記念写真
を撮る参拝者

御
大
礼
～
新
元
号
「
令
和
」
を
迎
え
て
～ 
奉
祝

▼4月30日「平成」から「令和」へ“改元”（並べ替え）を終え、
　池田豊市長（宮司左）が音頭を取り参拝者と共に万歳して喜んだ

御
大
礼
…
天
皇
の
即
位
に
関
わ
る
一
連
の
儀
式
の
総
称

　▲表参道にご到着になられた殿下（当時）▲熱心に宝物をご覧になる殿下（当時）
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松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
全
六
巻

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
会
場
定
員
を
遙
か
に
超
え
る
約
八
〇
〇
人
の
方
々
に
ご
来
場
頂
き
、

そ
の
関
心
の
高
さ
に
主
催
者
と
し
て
驚
き
と
喜
び
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

開
会
に
あ
た
り
、
山
口
県
知
事
の
村
岡
嗣
政
様
・
防
府
市
長
の
池
田
豊
様
よ
り
丁
重
な
る
ご

祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
お
二
人
は
宮
司
の
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
へ
の
熱
意
を
受
け

と
め
、「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
重
文
か
ら
国
宝
昇
格
へ
の
期
待
」
を
述
べ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
防
府
市
出
身
で
昨
秋
、
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ
た
髙
樹
の
ぶ

子
氏
と
地
図
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
測
量
士 

遠
藤
宏
之
氏
よ
り
ご
講
演
を
賜
り
ま
し
た
。
講
演

の
中
で
、
髙
樹
氏
は
「
絵
巻
を
中
心
と
し
た
防
府
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
防
府
の
観
光
に
大
い
に
活
用
で
き
る
」
と
提
言
さ
れ
、
遠
藤
氏
か
ら
は
七
〇
〇
年
前
の
防

府
の
地
形
を
調
査
再
現
し
た
上
で
、「
縁
起
に
描
か
れ
た
風
景
は
再
現
し
た
地
図
と
限
り
な
く
一

致
す
る
」
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

後
半
は
、
六
人
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
発
表
、
最
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

「
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
時
代
背
景
や
絵
巻
物
を
通
じ
て
そ
の
時
代
の
生
活
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
」
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
活
発
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
遠
藤
氏
に
よ
る
「
第
六

巻
の
風
景
と
再
現
地
図
の
一
致
性
」
か
ら
も
、
明
ら
か
に
縁
起
は
当
時
の
防
府
の
地
形
情
報
を

も
と
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、「
天
神
縁
起
と
い
え
ば
北
野
天
満
宮
創
建
を
表

し
た
も
の
が
も
と
も
と
で
、
そ
の
最
古
と
さ
れ
る
北
野
天
満
宮
伝
来
の
『
根
本
縁
起
』
か
ら
始

ま
る
絵
巻
群
を
さ
す
こ
と
が
多
い
が
、
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
第
六
巻
に
は
、
防
府
の
地
に
日
本

で
最
初
の
天
満
宮
が
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
地
方
に
存
在
し
て
い
る
多
数
の
天

神
縁
起
絵
巻
に
は
自
社
の
創
建
の
由
来
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
本
研
究
会
で
は
そ
の
よ
う
な

同
志
社
大
学
名
誉
教
授
　
竹
居
明
男
氏

「
防
府
天
満
宮
（
松
崎
天
神
社
）
の
歴
史 

　
　

―
松
崎
天
神
縁
起
成
立
前
後
ま
で
―
」

根
津
美
術
館
理
事
・
学
芸
部
長
　
松
原
茂
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
絵
と
書
」

元
防
府
市
文
化
財
課
課
長
　
吉
瀬
勝
康
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
と
中
世
防
府
の
景
観
」

京
都
大
学
大
学
院
教
授
　
冨
島
義
幸
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
建
築
表
現
」

立
正
大
学
教
授
　
佐
多
芳
彦
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
風
俗
描
写
」

岡
墨
光
堂
代
表
取
締
役
　
岡
岩
太
郎
氏

「
文
化
財
を
守
る
装
潢
修
理

 

～
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
修
理
～
」

研究発表者 講 演 者
作
家 

髙
樹
の
ぶ
子
氏

「
私
と
天
神
さ
ま
」

地
図
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

測
量
士 

遠
藤
宏
之
氏

「
地
図
か
ら
考
え
る
絵

巻
、
絵
巻
か
ら
考
え

る
地
図
」

宮司挨拶

村岡嗣政山口県知事祝辞

池田豊防府市長祝辞

髙樹氏とは旧知の防府市出身の世
界的ピアニスト原田英代さんによ
るサプライズ花束贈呈

満　員　御　礼
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松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
全
六
巻

絵
巻
を
『
根
本
縁
起
』
か
ら
始
ま
る
絵
巻
に
対
し
て
『
在
地
縁
起
』（
ご
当
地
縁
起
）
と
名
付

け
、
天
神
縁
起
の
中
の
一
つ
の
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す

れ
ば
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
は
そ
の
魁
さ
き
が
けで
あ
る
。」
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て
、
一
同
、
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
学
術
的
な
価
値
を
更
に
高
め
、

更
に
多
く
の
人
に
そ
の
存
在
と
価
値
を
知
っ
て
戴
く
だ
け
で
は
な
く
「
在
地
縁
起
」（
ご
当
地
縁

起
）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
周
知
、
発
展
さ
せ
文
化
財
と
し
て
さ
ら
な
る
高
み
へ
と
進
め
る
よ
う

努
力
し
て
ゆ
く
こ
と
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

▲松崎天神縁起絵巻第 6 巻社頭繁栄の図（右部分）

▲松崎天神縁起絵巻第 6 巻社頭繁栄の図（左部分）

向島国衙
勝間の浦（菅公ご着船の地）天

神
山

防
府
天
満
宮

同
志
社
大
学
名
誉
教
授
　
竹
居
明
男
氏

「
防
府
天
満
宮
（
松
崎
天
神
社
）
の
歴
史 

　
　

―
松
崎
天
神
縁
起
成
立
前
後
ま
で
―
」

根
津
美
術
館
理
事
・
学
芸
部
長
　
松
原
茂
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
絵
と
書
」

元
防
府
市
文
化
財
課
課
長
　
吉
瀬
勝
康
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
と
中
世
防
府
の
景
観
」

京
都
大
学
大
学
院
教
授
　
冨
島
義
幸
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
建
築
表
現
」

立
正
大
学
教
授
　
佐
多
芳
彦
氏

「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
風
俗
描
写
」

岡
墨
光
堂
代
表
取
締
役
　
岡
岩
太
郎
氏

「
文
化
財
を
守
る
装
潢
修
理

 

～
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
の
修
理
～
」

コーディネーター・パネリスト

北海道大学准教授
鈴木 幸人氏

 パネルディスカッションの様子

京都国立博物館
学芸部長

朝賀　浩氏

地形と発掘調査によって再現された 700 年前の
防府の地図と松崎天神縁起絵巻第６巻の比較

　向島と思われる島、現在では干拓や土砂の堆積で陸地となってしまった海、国衙と思わ
れる建物、条理の跡と思われる網の目の区画、区画に沿って直角に曲がる用水路、参道か
ら海に真っ直ぐに延びる道、防府天満宮裏にある山など、位置関係が正しく描かれています。
　おそらく絵を書いた絵師が実際に防府に来たか、詳しい情報を与えられて描いたと考え
られます。

東

西
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開
催
の
ご
挨
拶

本
年
は
、
高
杉
晋
作
の
生
誕
一
八
〇
年
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
晋
作
は
菅
原
道
真
公
を
敬
愛
し
、
己
こ
そ
道
真
公
の
一
番
の

理
解
者
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
ま
し
た
。

道
真
公
は
時
平
の
陰
謀
で
大
宰
府
に
流
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
身
の
上
に
あ
っ
て
も
皇
室
へ
の
誠
ま
こ
と
ご
こ
ろ
心
を
忘
れ
ず
、
最
後
ま
で
自
ら

の
潔
白
を
天
に
祈
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
公
の
死
後
の
天
変
地
異
は
正
直
が
な
す
御
霊
の
力
の
た
め
だ
と
悟
り
左
遷
の
詔
を
破
棄
し

公
の
名
誉
を
回
復
さ
れ
た
の
で
し
た
。
こ
の
道
真
公
の
生
き
方
を
知
る
晋
作
自
身
は
、
正
し
い
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
に
、
周
り
に

理
解
さ
れ
な
い
事
や
周
囲
の
誤
解
か
ら
獄
に
繋
が
れ
た
際
、
道
真
公
と
自
身
と
の
境
遇
を
重
ね
、
た
と
え
今
自
分
が
理
解
さ
れ
ず
と

も
き
っ
と
後
の
時
代
の
人
が
道
真
公
の
よ
う
に
、
正
し
く
評
価
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
天
神
さ
ま
と
し
て
の

「
菅
原
道
真
公
」
で
な
く
、
一
人
の
敬
愛
す
べ
き
偉
人
で
あ
る
「
菅
原
道
真
」
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
道
真
公
の
生
き
方
を

心
の
支
え
と
し
て
明
治
維
新
を
推
し
進
め
て
ゆ
き
ま
し
た
。

こ
の
展
示
会
で
は
、
晋
作
の
生
涯
を
直
筆
の
書
を
中
心
に
公
開
す
る
と
と
も
に
、
晋
作
を
支
え
た
同
志
で
あ
り
防
府
天
満
宮
と
も

縁
深
い
、
久
坂
玄
瑞
・
野
村
望
東
の
書
も
併
せ
て
展
示
致
し
ま
す
。

ま
た
、
市
内
書
家
の
富
永
鳩き
ゅ
う
ざ
ん山

氏
に
晋
作
の
書
を
評
し
て
戴
き
ま
し
た
。
若
い
時
・
苦
し
い
時
・
酔
っ
た
時
・
嬉
し
い
時
・
病

に
臥
せ
た
時
な
ど
、
様
々
な
状
況
で
書
か
れ
た
書
に
彼
の
心
の
機
微
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
お
り

ま
す
。
是
非
、
皆
様
足
を
お
運
び
下
さ
い
。

�
防
府
天
満
宮　

宮
司　

木
宏
明

書
家 

富
永
鳩き

ゅ
う
ざ
ん

山
・
書
評

歴史館前にてテープカットの様子（ほうふ宣伝部長ぶっちー（中央）と池田市長、
江山市教育長、喜多村防府商工会議所会頭、羽嶋防府観光コンベンション協会会長）

一
坂
太
郎

奉
祝
改
元
記
念

　
「
奇
兵
隊
と
元
号
」

「
高
杉
晋
作
」展

生
誕
一
八
〇
年

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
七
日
〜
令
和
元
年
十
月
二
十
日

五
〇
〇
円
（
二
十
名
以
上
団
体

　四
〇
〇
円
）・
高
校
生
以
下
無
料

　
　
　

後
援
：
防
府
市
教
育
委
員
会

　
　監
修
：
防
府
天
満
宮
歴
史
館

　顧
問

　一
坂
太
郎

展 

示 

期 

間

歴
史
館
拝
観
料

〜
天
神
さ
ま
を
信
仰
し
た

　
　
　
　幕
末
の
風
雲
児
〜

6103号　さかたり



　
一
坂
顧
問

　  

今
後
の
講
演
案
内

元
号
（
年
号
）
と
は
古
代
中
国
を
発
祥
と
す
る
紀き

年ね
ん

法ほ
う

の
一
種
で
、
日
本
で
は
大た

い

化か

（
六
四

五
）
か
ら
始
用
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
「
禁き
ん
ち
ゅ
う
な
ら
び
に
く
げ
し
ょ
は
っ
と

中
並
公
家
諸
法
度
」
に
よ
り
、
新
元
号
の

決
定
は
朝
廷
と
幕
府
が
共
同
作
業
で
行
う
建
前
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
改
元
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は

即
位
の
他
、
災
害
や
異
変
の
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
よ
う
に
一
世
一
元
が
定
め
ら
れ
た

の
は
、
慶け
い

応お
う

か
ら
明
治
に
改
元
さ
れ
た
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
九
月
の
こ
と
で
す
。

幕
末
の
孝こ
う

明め
い

天
皇
の
御
代
は
弘こ

う

化か

・
嘉か

永え
い

・
安あ

ん

政せ
い

・
万ま

ん

延え
ん

・
文ぶ

ん
き
ゅ
う久・

元が
ん

治じ

・
慶
応
と
、
二

十
年
ほ
ど
の
間
に
改
元
が
繰
り
返
さ
れ
、
い
か
に
激
動
の
時
代
だ
っ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

中
で
も
「
元
治
」
は
、
元
年
二
月
か
ら
二
年
四
月
ま
で
一
年
余
り
し
か
使
わ
れ
ず
、「
慶
応
」

と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。
慶
応
は
中
国
の
古
典
『
文も
ん

選ぜ
ん

』
中
の
「
慶
雲
応
輝
」
が
出
典
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
長
州
藩
内
に
は
慶
応
を
認
め
ず
、
元
治
を
使
い
続
け
た
人
た
ち
が
い
ま
し

た
。
た
と
え
ば
萩
市
須
佐
の
老
松
神
社
や
三
蔭
山
神
社
の
石
鳥
居
や
石い
し

灯ど
う

籠ろ
う

、
霊れ

い
ひ
ょ
う標

に
は

「
元
治
三
年
」「
元
治
四
年
」
と
、
存
在
し
な
い
年
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
美
祢

市
大
田
の
金き
ん

麗れ
い

社し
ゃ

に
奇
兵
隊
が
奉
納
し
た
石
灯
籠
（
※
１
）
に
は
、「
元
治
四
年
」
と
あ
り

ま
す
。
他
に
も
長
州
藩
が
三
十
六
万
部
印
刷
し
た
『
長
ち
ょ
う
ぼ
う防

臣し
ん

民み
ん

合ご
う

議ぎ

書し
ょ

』（
※
２
）
に
「
元

治
二
年
乙
丑
十
有
一
月
」、
文
書
で
は
「
元
治
五
年
」
の
二
月
と
い
う
の
も
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
十
五
代
将
軍
の
徳
川
慶よ
し

喜の
ぶ

に
応
じ
る
と
解
釈
し
た
た
め
拒
否
し
た
と
の
説
が
あ
り
ま

す
が
、
お
そ
ら
く
俗
説
で
し
ょ
う
。

実
は
、
改
元
の
理
由
の
方
に
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
元
治
元
年
七
月
、
前
年
八
月
十

八
日
の
政
変
に
よ
り
京
都
政
局
か
ら
追
放
さ
れ
た
長
州
藩
が
京
都
に
攻
め
込
み
ま
し
た
。
天

皇
は
激
怒
し
、
敗
れ
た
長
州
藩
に
「
朝
敵
」
の
烙ら
く

印い
ん

を
押
し
ま
す
。
そ
し
て
将
来
、
こ
の
戦

い
が
「
元
治
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
改
元
し
ま
す
。
そ
の
さ
い
の
詔
み
こ
と
の
りに
は
、

「
防
ぼ
う
ち
ょ
う長

凶き
ょ
う
と徒

」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
長
州
藩
は
、「
こ
れ
は
冤え
ん

罪ざ
い

だ
」
と
訴
え
続
け
ま
し
た
。
改
元
を
認
め
た
ら
、

自
分
た
ち
の
罪
も
認
め
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
人
た
ち
の
こ
だ
わ
り
が
、
王お
う

政せ
い

復ふ
っ

古こ

に
よ

り
長
州
藩
が
復
権
す
る
ま
で
、
元
治
の
元
号
を
使
い
続
け
さ
せ
た
の
で
す
。

三
歳
に
な
っ
た
息
子
が
自
分
の
病
室
に
桜
花

の
一
枝
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
時
の
喜
び
の

即そ
っ
き
ょ
う
し

興
詩
で
し
ょ
う
。
墨
を
つ
い
で
は
、
一い
っ

気き

呵か

成せ
い

に
筆
を
走
ら
せ
た
墨ぼ
く

跡せ
き

が
よ
く
分
か
り
ま

す
。
た
っ
ぷ
り
墨
を
含
ま
せ「
侍
」か
ら「
慰
」ま

で
、
次
に「
我
」で
墨
を
つ
ぎ「
得
」ま
で
、「
桜
」

か
ら「
枝
」ま
で「
好
」か
ら「
対
」ま
で「
座
」か
ら

「
病
」ま
で「
在
」か
ら「
肌
」ま
で
と
、
墨
つ
ぎ
や

文
字
の
大
小
に
よ
っ
て
紙
面
は
変
化
に
満
ち

て
、
一い
っ

幅ぷ
く

絵え

の
よ
う
で
す
。
よ
ほ
ど
嬉
し
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
晋
作
の
傑
作
の
一
つ
で
す
。

長
州
軍
は
各
地
で
圧
勝
し
て
い
ま
す
が
、
晋

作
は
喀か
っ

血け
つ

し
て
床と
こ

に
臥ふ

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

師
や
友
が
先
に
逝ゆ

き
、
自
分
は
こ
ん
な
姿
で
生

き
な
が
ら
え
て
い
る
。
と
い
っ
た
詩
で
す
が
、

身
体
は
正
直
で
こ
れ
ま
で
の
起き

筆ひ
つ

の
迫
力
や
筆ひ
つ

力り
ょ
くも
な
い
よ
う
で
す
。
七し
ち

言ご
ん

絶ぜ
っ

句く

の
詩
と
落ら
っ

款か
ん

を
左
右
に
乱
れ
ず
に
書
き
下お
ろ

し
た
感
性
は
晋
作

ら
し
さ
を
残
し
て
い
ま
す
。

※１金麗社（防府天満宮分
社）の参道沿の石灯籠

※２「長防臣民合議書」
元治二年の字が見られる　

一坂顧問による解説
▲昨年の鈴虫放生祭・天神の舞奉納 於：大専坊

8 月 18 日　
高杉晋作生誕 180 年記念講演

「晋作あれこれ」
防府天満宮大専坊にて
13 時 30 分～（約 90 分）

9 月 8 日　
鈴虫放生祭　記念講演

「晋作と望東」
防府天満宮歴史館地下ホールにて
15 時 30 分～（約 60 分）
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TOPICS インスタ映え！

●
防
府
市
長
賞

　
「
激　

流
」

　
　

 

防
府
市　

 

原は
ら　

伸し
ん

二じ

郎ろ
う

●
防
府
商
工
会
議
所
会
頭
賞

　
「
小
春
日
和
」

　
　

 

山
口
市　

 

樋ひ

口ぐ
ち　

琢た
く

哉や

●
防
府
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
会
長
賞

　
「
心
が
ひ
と
つ
に
」

　
　

 

熊
毛
郡
平
生
町　

野の

村む
ら　

和か
ず

彦ひ
こ

●
防
府
天
神
祭
振
興
会
奨
励
賞

　
「
担
ぎ
『
手
』」

　
　

 

山
口
市　
　

斉さ
い

藤と
う　

　

暁
あ
き
ら

 

（
敬
称
略
）

　

そ
の
他
入
選
作
品 

三
〇
点

　
　
　
　

応
募
総
数 

二
一
七
点

　

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
防
府
天
満
宮
賞

　
「
天
神
お
ん
な
神
輿
」

　
　

 

長
門
市　
　

中な
か

野の　

紀の
り

男お

第
三
十
一
回
（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
三
日
）

天
神
お
ん
な
神
輿
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

　

当
会
は
、
平
成
二
十
六
年
に
防
府
天
満
宮
で
の
奉
仕
活
動
を
通
し
て
、
日
本
の
文
化
・
伝

統
を
若
い
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
発
足
致
し
ま
し
た
。

　

以
来
注
連
縄
の
奉
製
や
御
誕
辰
祭
（
夏
祭
り
）
花
火
大
会
の
警
備
を
中
心
に
活
動
し
五
年

目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏
に
天
神
様
の
御
加
護
と
会
員
の
皆
様
を
は
じ

め
天
満
宮
の
ご
指
導
の
賜
物
と
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
そ
れ
ま
で
注
連
縄
を
奉
納
さ
れ
て
い
た
方
々
の

高
齢
化
と
後
継
者
不
足
に
よ
り
奉
製
が
叶
わ
な
く
な
り
、
当
会
が
引
き
継
が
せ
て
頂
い
た
こ

と
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
初
年
度
は
コ
ツ
を
掴
め
ず
大
変
苦
労
し
ま
し
た
が
、
年
を
重
ね

る
毎
に
天
神
様
に
相
応
し
い
立
派
な
注
連
縄
を
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
自
画
自
賛
）。

　

こ
れ
か
ら
も
会
員
一
同
は
、
十
周
年
に
向
け
注
連
縄
奉
納
を
は
じ
め
諸
活
動
を
通
じ
て
、

楽
し
く
親
睦
を
深
め
、「
若
梅
会
」
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
会
員
の

皆
様
を
始
め
天
満
宮
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

※「
若
梅
会
」と
は
…
菅
公
が
愛
し
た〝
梅
〟と〝
若
い
力
で
天
満
宮
を
支
え
る
〟と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

▲ 注連縄は御神幸祭（11 月第４土曜日斎行）１週間前
のおはけ神事で架け替えを行う。

▲ 地域の伝統文化を若い世代に伝える為、市内の高川学園
中学校生徒に体験学習の一環としてご奉仕頂いている。

防
府
天
満
宮
青
年
部

「
若
梅
会
」

創
立
五
周
年
を
迎
え
て

宇 

野 

好 

一

会

　長

祝

　毎年恒例の防府天満宮大石段花回廊。今年は、改元に伴
い4月30日までは「平成」、5月1日からは「令和」の花文字
を描きました。連休中、天満宮に参拝された多くの方々は

「平成」の30年間の思い出と共に、これから始まる「令和」
という新しい時代に気持ちを馳せ、花回廊を写真に収めら
れたことと思います。写真を撮られた皆さん！是非SNSに
投稿してみて下さい。
　きっと天神様の御加護がありますよ！（笑）
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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。（TEL0835-23-7700）

平
成
三
十
一
年
一
月
〜
令
和
元
年
五
月

�

（
神
社
挙
式　

敬
称
略
）

１
月
20
日�

内
田
　
紘
貴
・
真
愛

２
月
２
日�

西
村
　
昌
大
・
佳
奈

�

９
日�

木
邑
　
充
志
・
あ
ゆ
み

�

21
日�

河
野
　
広
明
・
未
彩

３
月
２
日�

杉
田
　
和
也
・
真
子

�

３
日�

村
中
　
雄
心
・
由
佳

�

９
日�

藤
井
　
陽
介
・
有
加

�

10
日�

藤
川
　
翼
・
こ
の
み

�

14
日�

河
野
　
且
貴
・
由
真

�

16
日�

島
谷
　
勇
樹
・
泉

�

17
日�

小
山
　
裕
功
・
み
ゆ
き

�

22
日�

山
本
　
秀
吏
・
幸
枝

４
月�

７
日�

高
橋
　
雅
巳
・
綾

�

13
日�

藤
井
　
翔
・
め
ぐ
み

�

20
日�

佐
川
　
誠
昭
・
知
恵

�

21
日�

三
浦
　
浩
一
・
由
香

�
�

山
村
　
聡
・
彩
佳

�

28
日�

柴
崎
　
祐
充
・
咲

�
�

吉
田
　
孝
雄
・
孝
子

５
月
１
日�

東
條
　
聖
史
・
瑠
光

�
�

山
本
　
傑
・
真
里

�

３
日�

奥
平
　
幸
史
・
晶
子

�

12
日�

柳
井
　
祥
・
真
由
美

�

18
日�

向
　
純
一
・
智
恵

�
�

中
川
　
善
雄
・
誉
代

�
�

堀
内
　
恭
平
・
陽
日

平
成
三
十
一
年
三
月
末
を
も
っ
て
定
年
退

職
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
昭
和
五
十
八
年

四
月
に
奉
職
し
て
以
来
、
三
十
六
年
に
亘
り

防
府
天
満
宮
に
お
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
れ
も
偏
に
皆
様
方
の
ご
指
導
の
賜
物

と
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

人
の
一
生
か
ら
す
れ
ば
三
十
六
年
と
い
う

月
日
は
長
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
天
満
宮

の
創
建
千
百
十
六
年
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
わ

ず
か
三
十
六
年
で
す
。
天
満
宮
の
悠
久
の
歴

史
の
中
で
微
力
な
が
ら
も
職
員
と
し
て
過
ご

せ
た
事
、
ま
た
僅
か
で
も
天
神
様
と
共
に
同

じ
時
間
を
過
ご
せ
た
事
に
感
謝
し
誇
り
に
思

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
方
も
御
神
前
で
こ
う

べ
を
垂
れ
、
手
を
合
わ
せ
る
事
に
よ
り
神
を

感
じ
、
祖
先
の
お
蔭
に
感
謝
し
て
日
々
を
過

ご
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
様
は
常

に
皆
様
方
の
傍
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

皇
室
に
お
か
れ
ま
し
て
は
御
代
替
わ
り
が

行
わ
れ
、
五
月
一
日
に
は
新
元
号
「
令
和
」

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
新
た
な
時
代
の

始
ま
り
で
す
。
私
個
人
と
し
て
も
、
天
満
宮

は
退
職
し
ま
す
が
、
神
職
と
し
て
の
神
明
奉

仕
は
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

日
々
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
防
府
天
満
宮
と

皆
様
方
の
益
々
の
ご
繁
栄
を
祈
念
い
た
し
ま

し
て
退
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ひ
た
ぶ
る

退
任
の
ご
挨
拶　
禰
宜　

高
橋
正
典

「
御
大
礼
」
記
念
事
業
御
礼

　

崇
敬
会
で
は
、
此
度
の
御
代
替
り
に
際
し
、

「
御
大
礼
」
記
念
事
業
と
し
て
「
金
箔
六
角
燈

籠
の
奉
納
」「
菅
公
百
人
一
首
扁
額
の
奉
納
」「
調

度
品
の
新
調
」
各
奉
納
の
願
い
を
会
員
の
皆
様

に
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

お
陰
を
も
ち
ま
し
て
「
燈
籠
」
と
「
扁
額
」

に
つ
き
ま
し
て
は
四
月
末
日
の
締
め
切
り
を
も

ち
ま
し
て
募
集
を
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
大
神
様
も
さ
ぞ

か
し
お
喜
び
の
こ
と
と
拝
察
し
て
お
り
ま
す
。

　

尚
、「
調
度
品
の
新
調
」（
一
口
二
万
円
）
に

つ
き
ま
し
て
は
「
令
和
」
を
奉
祝
し
、
募
集
を

継
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

会
員
以
外
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
こ
の
佳

節
に
是
非
崇
敬
会
に
ご
入
会
頂
き
、「
御
大
礼
」

記
念
事
業
（
調
度
品
の
新
調
）
に
ご
参
加
頂
き

ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

事
業
完
成
奉
告
祭
：
令
和
二
年
五
月
一
日

第
十
一
回
研
修
旅
行

�

（
二
月
十
九
～
二
十
日
）

　

本
年
は
二
十
二
名
参
加
の
も
と
京
都
を
訪
問

し
、
北
野
天
満
宮
と
石
清
水
八
幡
宮
に
正
式
参

拝
致
し
ま
し
た
。

　

北
野
天
満
宮
で
は
橘
重
十
九
宮
司
様
よ
り
、

石
清
水
八
幡
宮
で
は
田
中
恆
清
宮
司
様
よ
り
ご

挨
拶
を
賜
り
ま
し
た
。
両
宮
に
古
く
よ
り
奉
納

さ
れ
た
多
数
の
燈
籠
や
境
内
の
壮
厳
な
佇
ま
い

に
、
参
加
者
一
同
、
当
宮
の
「
御
大
礼
」
記
念

事
業
の
完
成
を
重
ね
合
わ
せ
、
深
く
感
銘
を
受

け
た
有
意
義
な
旅
と
な
り
ま
し
た
。

新
規
会
員
紹
介 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
以
降

入
会
の
方
々
で
す
。（
敬
称
略
）

家
族
会
員	

藤
本
景
子　
　

下
松
市
楠
木
町

 

村
上　

司　
　

岩
国
市
関
戸

 

田
中
愛
師　
　

防
府
市
伊
佐
江

 

江
藤
和
子　
　

防
府
市
国
衙

 

樺
山
定
美　
　

宮
崎
県
西
都
市

 

坂
本　

眞　
　

周
南
市
城
ケ
丘

 

川
島
啓
明　
　

呉
市
中
央

 

山
田　

博　
　

長
門
市
油
谷

 

秋
葉
美
恵
子　

佐
世
保
市
江
迎
町

 

澤
田　

稔　
　

柳
井
市
古
開
作

 

福
田　

徹　
　

防
府
市
佐
野

 

國
弘　

勝　
　

下
松
市
瑞
穂
町

 

松
尾
香
奈
美　

萩
市
平
安
古
町

 

吉
田
信
文　
　

周
南
市
住
吉
町

個
人
会
員	

中
谷
隆
明　
　

呉
市
神
山

 

伊
藤
信
治　
　

宇
部
市
西
吉
部

　

 

三
間
光
樹　
　

防
府
市
中
山

 

平
川
由
野　
　

山
口
市
朝
田

※ 

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

▲ 北野天満宮様正式参拝（中央は、同宮の梶禰宜様）
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社
務
所
だ
よ
り

天
神
様
の
冬
か
ら
春

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
）・
茶
会

１
月 

１
日 

歳
旦
祭

１
～ 

３
日 

書
き
初
め
会
、
梅
茶
接
待

１
～ 

８
日 

天
神
お
ん
な
神
輿　

写
真
展

 

５
日 

釿
始
式

 

７
日 

七
草
粥
の
会

 

８
日 

 

愛
媛
県
松
山
市
三
嶋
神
社
奉
賛
会
様
13
名
正
式
参
拝

 

９
～
11
日  

受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置
（
鳥
取
空
港
・
米
子

空
港
・
山
口
宇
部
空
港
・
岩
国
錦
帯
橋
空
港
）

 

11
日 

貞
宮
遙
拝
式

 

12
日 

若
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
10
名
様
清
掃
奉
仕

 

14
日 
 

弓
始
式

 

16
日 

「
通
り
松
」
防
除
作
業

	

19
日	

N
E
O 

B
A
L
L
A
D
上
領
亘
様
正
式
参
拝

 

20
日 

 

ハ
ー
レ
ー
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
バ
ル
コ
ム
広
島
チ
ャ
プ

タ
ー
71
名
様
参
拝
ハ
ー
レ
ー
56
台
交
通
安
全
祈
願

祭
、
牛
替
神
事
奉
仕
抽
籤
児
童
説
明
会

 

24
日 

防
府
市
文
化
財
防
火
デ
ー
消
防
訓
練

 

25
日 

 

月
次
茶
会
表
流
水
月
会
防
府
支
部
ご
奉
仕
、
役
員
会

 

27
日 

 

日
立
笠
戸
重
工
業
様
御
網
代
輿
修
理
奉
納
、
牛
か

え
神
報
新
聞
折
込

 

30
日 

総
代
就
任
奉
告
祭

２
月 

２
・
３
日 

節
分
祭
並
び
に
第
一
〇
八
回
牛
替
神
事

 

４
～
10
日 

牛
替
神
事
福
運
者
当
籤
番
号
券
景
品
引
換　
　

 

10
日 

 

牛
替
神
事
当
籤
者
神
牛
引
き
渡
し
「
神
牛
役
・
田

中
周
一
様
、
山
根
直
久
様
」、
第
43
回
防
府
お
針
祭

 
11
日 

紀
元
祭
、
人
形
感
謝
祭
人
形
受
付
開
始

 
13
日 

出
世
梅
奉
製
作
業
総
代
23
名
奉
仕

２
月 
17
日
～
３
月
３
日　

 
 

 

第
十
四
回 

梅
ま
つ
り
（
期
間
中
土
日
開
催
：
敬

神
婦
人
会
甘
酒
接
待
、
出
世
梅
無
料
配
布
、
山
縣

酒
造
梅
酒
試
飲
会
）

 

17
日 
梅
ま
つ
り
始
祭
（
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納
）

 

17
日
～
３
月
４
日　

全
国
陶
器
市

	

23
～
24
日	 

池
坊
防
府
支
部
奉
納
生
花
展
、
脇
本
順
子
・
間
鍋

竹
士
作
陶
展
、
山
城
屋
茶
舗
京
の
陶
磁
器
展
、
手

作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ー
f
i
o
r
e
～
ア
ナ
タ
ニ
ハ

ナ
ヲ
～
、
布
小
も
の
作
品
展
平
井
佳
世

 

24
日 

 

梅
花
祭
稚
児
舞
奉
納
、
梅
ま
つ
り
茶
会
表
流
山
本

百
次
会
ご
奉
仕
、
中
山
歌
翠
社
中
琴
演
奏
会
、
天

神
芸
術
村
開
催

 

19
・
20
日  

崇
敬
会
研
修
旅
行
（
北
野
天
満
宮
・
石
清
水
八
幡

宮
正
式
参
拝
）

 

20
日 

幸
せ
ま
す
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
認
定

 

28
日 

人
形
感
謝
祭
受
付
終
了

３
月 

１
日 

人
形
感
謝
祭

 

１
～
５
日 

人
形
里
親
探
し

 

２
日 

 

松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
於
ア
ス

ピ
ラ
ー
ト

 

４
日 

役
員
会

 

５
日 

安
場
幸
子
様
桜
苗
木
二
十
本
奉
納

 

15
日
～
５
月
31
日　

合
格
御
礼
奉
告
祭

 

15
日 

 

防
府
北
基
地
第
73
期
生
53
名
卒
業
奉
告
並
航
空
自

衛
隊
安
全
祈
願
祭

 

17
日 

茶
筌
祭
、
華
月
会
茶
会

日 

誌 

抄
（
平
成
三
十
一
年
〜

　和
元
年
五
月
）

文
化
財
防
火
デ
ー
を
前
に
防
府
市

消
防
本
部
主
催
の
も
と
行
わ
れ
ま

し
た
。
当
日
は
、
回
廊
西
側

の
出
火
を
想
定
し
職
員
の
初

期
消
火
や
参
拝
者
の
避
難
誘

導
を
行
っ
た
後
、
延
焼
を
想

定
し
消
防
車
数
十
台
に
よ
る

連
携
し
た
迅
速
な
消
火
訓
練

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

職
員
一
同
は
常
日
頃
か
ら

の
文
化
財
の
保
護
と
防
火
意

識
の
重
要
性
を
改
め
て
確
認

致
し
ま
し
た
。

昨
年
の
御
神
幸
祭
で
一
部
（
写
真

丸
印
部
分
）
が
折
れ
曲
が
り
修
理

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
市
内
の
日
立
笠
戸
重
工
業
様
に
ご
相

談
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
ご
奉
仕
に
よ
り
修
理
頂
き
ま
し
た
。
誠

に
有
難
う

ご
ざ
い
ま

し
た
。
日

立
笠
戸
重

工
業
様
の

益
々
の
ご

繁
栄
を
お

祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

防
火
訓
練

梅
ま
つ
り

御
網
代
輿

▶
消
防
隊
に
よ
る
一
斉
放
水

▲出世梅配布で賑わう境内 ▲咲き誇る枝垂れ梅
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21
日 

春
季
祖
霊
大
祭

 

23
日 

桜
開
花
宣
言

 

24
～
27
日  

大
社
國
學
館
（
出
雲
）
学
生
２
名
神
社
実
習

 

25
日 

 

春
祭
、
総
代
会
、
月
次
茶
会
裏
千
家
高
橋
宗
周
先

生
ご
奉
仕

 

31
日 

御
神
忌
一
一
一
七
年
御
正
祭
古
代
食
奉
納

４
月 

１
日 

 

新
入
学
児
童
勧
学
大
祭（
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納
）

 
 

「
歯
固
め
の
石
」
授
与
開
始

 
 

御
神
忌
一
一
二
五
年
式
年
大
祭
準
備
室
設
置

 

５
日 

責
任
役
員
・
総
代
会
顧
問
就
任
奉
告
祭

 

６
日 

 

ハ
ー
ラ
ウ
オ
レ
イ
ヴ
ェ
ヒ
ヒ
ヴ
ァ
ヒ
ヴ
ァ
様
フ
ラ

ダ
ン
ス
奉
納

 

７
日 

防
府
菊
花
会
総
会

 

８
日 

防
府
天
満
宮
勝
ち
牛
杯
氏
子
対
抗
ゴ
ル
フ
大
会

	

９
日	

北
九
州
予
備
校
生
1
8
0
名
合
格
祈
願
祭

 

12
日 

マ
ツ
ダ
防
府
工
場
様
96
名
境
内
清
掃
奉
仕

 

14
日 

酒
垂
神
社
例
祭

	

20
日	

 

千
年
の
ま
ち
ほ
う
ふ
幸
せ
ま
す
ウ
ィ
ー
ク
2
0
1
9

「
第
７
回
防
府
天
満
宮
大
石
段
花
回
廊
」
約

7
5
0
鉢
設
置
（
４
月
末
ま
で
「
平
成
」、
5
月

1
日
～
5
月
6
日
ま
で
「
令
和
」）
期
間
中
清
掃
・

花
ガ
ラ
摘
み
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
奉
仕
佐
波
中
学
校

様
、
高
川
学
園
様
、
防
府
天
満
宮
敬
神
婦
人
会
様

 

21
日 

天
神
お
ん
な
神
輿
説
明
会

 

22
日 

山
口
県
神
社
庁
新
正
副
庁
長
様
正
式
参
拝

 

25
日 

月
次
茶
会
表
流
田
村
樟
清
会
ご
奉
仕

	

26
日	

 

防
府
天
満
宮
歴
史
館
特
別
展
「
生
誕
1
8
0
年
記

念
高
杉
晋
作
展
」
内
覧
会
（
関
連
事
業
：
高
杉
晋

作
生
誕
1
8
0
年
記
念
講
演
「
晋
作
あ
れ
こ
れ
」

於
大
専
坊
［
8
月
18
日
］、
鈴
虫
放
生
会
記
念
講

演
「
晋
作
と
望
東
」
於
歴
史
館
［
9
月
8
日
］）、

修
道
高
校
2
9
0
名
合
格
祈
願
祭

 

28
日 

毛
利
家
春
祭

	

29
日	

  

「
春
の
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
9
」
第
五
回

お
ん
な
み
こ
し
連
合
渡
御

５
月 

１
日 

 

践
祚
改
元
奉
告
祭
、
崇
敬
会
大
祭
、
御
即
位
・
改

元
奉
祝
講
演
「
奇
兵
隊
と
元
号
」
講
師
歴
史
館
顧

問
一
坂
太
郎
氏
於
歴
史
館
地
下
1
Ｆ

 
 

「
朔
日
詣
り
御
幣
」
授
与

５
月	
１
～
５
日	 

千
年
の
ま
ち
ほ
う
ふ
幸
せ
ま
す
ウ
ィ
ー
ク
2
0
1
9

「
お
茶
と
灯
り
の
コ
ン
サ
ー
ト
」（
於
茶
室
芳
松
庵
）

　
　
　
　

１
日
出
演   「
mar
im
ba
&p
ercuss
ion 

C
H
U 

B
A
N
D
」

　
　
　
　

２
日
出
演   「
和
楽
器
バ
ン
ド 

凛
ひ
と
え
」

　
　
　
　

３
日
出
演   「
モ
ダ
ン
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
ユ
ニ
ッ
ト 

G
l
i
d
e
」、

夜
茶
会
～
表
流
華
松
会
ご
奉
仕
～

　
　
　
　

４
日
出
演   「
テ
ナ
ー
サ
ッ
ク
ス
と
ピ
ア
ノ
の
デ
ュ
オ
～

五
郎
＆
あ
け
み
～
」

　
　
　
　

５
日
出
演   「
邦
楽
演
奏
会
～
雅
会
～
」

 

６
日 

花
回
廊
プ
ラ
ン
タ
ー
販
売

 

8
日 

総
代
就
任
奉
告
祭

 

15
日 

 

神
仏
合
同
金
鮎
祭
、
金
鮎
祭
奉
祝
茶
会
裏
千
家
高

橋
宗
信
先
生
ご
奉
仕

 

16
日 

敬
神
婦
人
会
総
会

 

18
日 

 

防
府
天
満
宮
神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
会
研
修
旅
行
（
広

島
県
大
竹
市
大
瀧
神
社
）

 

19
日 

 

防
長
海
軍
慰
霊
祭
並
び
に
奉
納
剣
道
大
会
、
防
府

天
満
宮
供
奉
員
会
総
会
、
防
府
天
満
宮
青
年
部
若

梅
会
総
会

 

20
日 

 

会
計
監
査

 

25
日 

 

月
次
茶
会
煎
茶
専
心
小
笠
原
流
山
口
県
中
部
支
部

ご
奉
仕

 

27
日 

役
員
会
、
梅
ち
ぎ
り

責
任
役
員
・
顧
問
・
総
代
就
任
の
ご
紹
介�

（
敬
称
略
）

責
任
役
員

　
　
　
　
羽
嶋
秀
一　
　
　

四
月
一
日
付

　
　
　
　
板
村
　
至　
　
　

四
月
一
日
付

総
代
会
顧
問
（
本
年
度
よ
り
創
設
）

　
　
　
　
山
本
静
治　
　
　

四
月
一
日
付

　
　
　
　
潮
　
貞
男　
　
　

四
月
一
日
付

総
代　

　
　
　
岡
本
健
一
郎　
　

一
月
三
十
日
付

　
　
　
　
脇
　
幸
典　
　
　

五
月
一
日
付

　
　
　
　
佐
鹿
淳
一　
　
　

五
月
一
日
付

職
員
人
事�

（
四
月
一
日
付
）

昇
　
進

入
社
十
七
年
目
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
禰
宜
と

し
て
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
の

で
、
ご
指
導
の
程
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
　
任

平
成
二
十
七
年
よ
り
神

社
本
庁
と
太
宰
府
天
満
宮

で
二
年
間
ず
つ
御
奉
仕
を

さ
せ
て
頂
き
、
本
年
四
月

一
日
付
を
以
て
防
府
天
満
宮
禰
宜
を
拝
命
着
任
致
し
ま
し
た
。

千
百
年
を
超
え
る
悠
久
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た
防
府
天
満
宮
に
お
仕
え
す
る

重
責
を
噛
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

元
よ
り
浅
学
菲
才
の
身
で
あ
り
ま
す
が
、
当
宮
の
発
展
の
た
め
奮
励
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
々
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
、
心
よ
り
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

新
入
巫
女

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

巫
女

吉
田
媛
姫

（
防
府
市
出
身
）

巫
女

森
口
彩
乃

（
防
府
市
出
身
）

子
供
が
生
ま
れ
て
百も

も

日か

を
お
祝

い
す
る
「
お
食
い
初
め
」
の
中

で
「
歯
固
め
の
儀
」
に
使
う
「
石
」
で
す
。
こ
れ
は
子
供
に
石

の
よ
う
な
丈
夫
な
歯
が
生
え
健
康
に
育
つ
こ
と
を
願
う
儀
式
で

「
石
」
は
初
宮
詣
の
方
に
特
別
に
授
与
し
て
お
り
ま
す
。
尚
、

儀
式
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
ら
「
石
」
は
社
頭
の
「
百も
も

日か

お
礼
ま

い
り
」
窓
口
で
受
付
け

の
上
、御
社
殿
裏
の「
歯

固
め
の
石
奉
納
所
」
に

お
返
し
下
さ
い
。

　

お
子
様
の
健
や
か
な

る
ご
成
長
を
心
よ
り
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

五
月
の
朝
粥
会

よ
り
頒
布
致
し

て
お
り
ま
す
。
御
幣
の
色
は
月
替
り
し
、
専
用
の
御
幣
立
も
奉

製
致
し
ま
し
た
。
是
非
、
月
の
初
め
に
天
神
様
の
有
難
い
御
幣

を
お
受
け
に
な
り
、
一
か
月
間
清
々
し
く
健
や
か
に
お
過
ご
し

下
さ
い
ま
せ
（
一
日
の
始
ま
り
に
こ
の
御
幣
を
使
い
ご
自
身
を

お
祓
い
下
さ
い
）。

初
　
穂
　
料
：
五
〇
〇
円
　
※
台
座 

五
〇
〇
円

頒
布
数
限
定
：
一
〇
〇
体

歯
固
め
の
石

お
朔つ

い

日た

ち

詣ま

い

り
御ご

幣へ

い

禰
宜　

一
木
孝
史

禰
宜　

鈴
木
英
樹

※お朔日詣り終了後特別頒
布午前中のみ御守り授与所
にて頒布。
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令和元年  夏・秋　これからの祭事行事

御
田
植
祭
並
び
に
輪
く
ぐ
り
神
事
・
夏
越
大
祓

 

祭
事
行
事
予
定

7
月
1
日
〜
7
日

　光
の
斎
庭(
牛
乳
パ
ッ
ク
灯
篭
と
傘
玉
ア
ー
ト)

6
月
29
日
〜
7
月
7
日

　小
島
功
展
〜
現
代
の
浮
世
絵
師
と
呼
ば
れ
た
男
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 (

十
時
か
ら
十
七
時
ま
で
歴
史
館
地
下
一
階

　入
場
無
料)

　
　6
日

　
　
　
　七
夕
茶
会
、
ひ
こ
ぼ
し
★
お
り
ひ
め
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

　
　7
日

　
　
　
　筆
ま
つ
り
並
び
に
七
夕
ま
つ
り
書
道
展
表
彰
式

　
　
　
　
　
　
　
　七
夕
祈
願
祭

　祈
願
料
：
二
、〇
〇
〇
円

七
夕
ま
つ
り

御
誕
辰
祭

6
月
30
日（
日
）

大
祓
詞
浄
書
会
（
四
回
開
催
予
定
）

 

12
月
10・11・17・18
日

7
月
1
日（
月
）〜
7
日（
日
）

ゆ
に
わ

こ  

じ
ま
こ
お

御
神
幸
祭
（
裸
坊
祭
）

11
月
23
日（
土
）11
月
第
4
土
曜
日

報
賽
祭(

天
神
お
ん
な
神
輿
奉
納)

　
　24
日（
日
）

▲大・小行司にお供をする可愛い役付児童たち

▲駅通りを進む花神子役

▲表参道を進む一夜御酒

▲日曜日の女祭

▲土曜日の男祭

酒と戯るⓒ小島功

光る風船で天の川光る風船で天の川

傘アート（着物生地を使った和傘）傘アート（着物生地を使った和傘）万灯の夕べ万灯の夕べ

献灯ボンボリ 献灯ボンボリ 

8
月
3
日（
土
）〜
5
日（
月
）

10
月
13
日（
日
）10
月
第
2
日
曜
日

 

祭
事
行
事
予
定

8
月
3
日
〜
5
日

　万
灯
の
夕
べ
、
献
灯
・
文
芸
ボ
ン
ボ
リ
点
灯
、
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
、

　
　
　
　
　
　
　
　こ
ど
も
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、
子
ど
も
花
火
ま
つ
り

　
　3
日

　
　
　
　奉
納
清
書
展
奉
納
奉
告
祭
、
万
灯
祭
、
剣
道
大
会
、
納
涼
カ
ラ
オ
ケ
大
会

　
　4
日

　
　
　
　豊
穰
祈
願
祭
、
古
武
道
大
会
、
柔
道
大
会
、
夫
婦
円
満
祈
願
祭(

餅
ま
き)

　
　5
日

　
　
　
　御
誕
辰
祭
当
日
祭
、
少
年
剣
道
大
会
、
弓
道
大
会
、
夏
祭
り
大
花
火
大
会

〜
御
祭
神
「
菅
原
道
真
公
」
の
お
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
お
祭
り
〜

七
五
三
詣

11
月
15
日(

金)

〜
神
様
に
お
子
様
の
成
長
を
感
謝
し
、

　
　
　
　こ
れ
か
ら
の
無
事
を
祈
る
〜

〜
大
行
司
・
小
行
司
役
が
御
神
幸
祭
の
無
事
斎
行
を
祈
る
〜

会社・団体・個人名入れ致します。
献灯ボンボリ初穂料

(１灯 )：3,000 円
ご希望の方は、申込用紙をお送り致しま
すので、社務所までお問い合わせ下さい。
申込用紙に必要事項をご記入の上、ご郵
送又は FAX でご返信願います。

御誕辰祭献灯ボンボリ
奉納のお願い

大
行
司
・
小
行
司
役
が
醸
し
た
一
夜
御
酒
を
花
神
子
が
奉
献

す
る
社
参
の
式
で
あ
り
、
約
五
〇
〇
名
に
も
及
ぶ
優
美
な
時

代
行
列
が
本
陣
か
ら
社
殿
ま
で
粛
々
と
進
み
ま
す
。

だ
い
ぎ
ょ
う
じ

こ 

ぎ
ょ
う
じ

だ
い
ぎ
ょ
う
じ

こ 

ぎ
ょ
う
じ

花
神
子
社
参
式

ほ
う

さ
い

さ
い

満年齢でも御祈願を
お受け致します

令和元年
七五三のお祝い 数え年 満年齢

３歳男児・女児
髪置

平成
29年生

平成
28年生

５歳男児
袴着

平成
27年生

平成
26年生

７歳女児
帯解

平成
25年生

平成
24年生

かみおき

はかまぎ

おびとき

※同封の短冊に
　お願い事を書いて
　ご奉納ください。
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