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以
前
、
周
防
大
島
に
あ
る
神
社
の
宮
司
さ
ん
が
「
私
に
は
お
世
話
を
し
て
い
る
天
神
様
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

天
神
様
に
は
『
菅
公
西
下
の
途
次
、
島
を
通
り
か
か
っ
た
折
時
化
に
遭
わ
れ
た
が
、
入
り
江
で
お
休
み
に
な
り

難
を
逃
れ
ら
れ
た
』と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
地
域
の
人
達
が
管
理
し
て
い
る
小
さ
な
お
社
な
ん
で
す
が
、
お
祭

と
な
る
と
そ
れ
は
そ
れ
は
出
し
物
も
多
く
、
賑
わ
い
の
あ
る
村
祭
り
に
な
る
ん
で
す
」と
に
こ
や
か
に
お
話
に

な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
宮
司
さ
ん
と
久
し
ぶ
り
に
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り「
そ
の
後
あ
の
天
神
様
の
お
祭
は
益
々
盛
ん
で
す
か
」

と
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
「
あ
の
お
祭
は
四
年
に
一
度
お
休
み
す
る
と
い
う
習
わ
し
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
響

も
あ
り
今
で
は
逆
に
四
年
に
一
度
し
か
行
な
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
伝
統
を
絶
や

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
だ
け
は
あ
る
ん
で
す
が
…
」と
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
日
で
は
多
く
の
神
社
で
祭
り
の
担
い
手
が
減
り
祭
り
の
維
持
さ
え
困
難
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
全
国

津
々
浦
々
に
至
る
天
神
信
仰
の
高
ま
り
は
古
く
、
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」が
演
目
に

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
江
戸
時
代
中
期
に
遡
る
よ
う
で
す
。
防
府
天
満
宮
で
も
文
化
文
政
の
時
代
に
、
防
長

二
州
を
は
じ
め
石
州
や
芸
州
を
中
心
に
参
百
以
上
の
「
天
神
講
」と
い
う
防
府
天
満
宮
を
崇
敬
す
る
地
縁
組
織

（
講
社
）が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
講
社
で
は
毎
月
代
表
者
が
防
府
天
満
宮
へ
参
拝
し
お
札
を
受
け
て
帰

り
ま
し
た
。
そ
し
て
講
社
自
体
が
集
落
の
寄
り
合
い
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
情
報
交
換
や
懇
親
の
場
と
し
て

大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
「
天
神
講
」も
近
年
は
村
祭
り
同
様
に
衰
退
し
、
天
神
様

と
地
域
、
地
域
と
人
々
の
縁
も
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
防
府
天
満
宮
で
は
平
成
十
四
年
御
神
忌
千
百
年
式
年
大
祭
を
記
念
し
て
「
天
神
講
」に
代

わ
り
、
天
神
様
と
の
新
し
い
形
の
御
縁
を
戴
く
た
め
「
防
府
天
満
宮
崇
敬
会
」を
設
立
致
し
ま
し
た
。
お
蔭
様

で
多
く
の
方
々
に
ご
入
会
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
令
和
九
年
に
斎
行
さ
れ
る
千
百
二
十
五
年
式
年
大
祭
を
五
年

後
に
控
え
、
更
に
多
く
の
方
々
と
天
神
様
と
の
ご
縁
を
取
り
結
ぶ
た
め
、
今
秋「
防
府
天
満
宮
崇
敬
会
東
京
支
部
」

を
設
立
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
コ
ロ
ナ
禍
や
悲
惨
な
戦
争
の
勃
発
と
内
憂
外
患
心
の
痛
む
世
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
天
神
信
仰

の
輪
を
広
げ
、
天
神
様
の
心
を
心
と
し
、
皆
様
方
と
共
に
天
下
泰
平
を
祈
る
こ
と
が
防
府
天
満
宮
の
使
命
だ

と
考
え
て
お
り
ま
す
。 天

神
様
と
の
ご
縁
を
大
切
に

宮
司
　
鈴 

木 

宏 

明 
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去
る
五
月
三
日
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

十
分
な
対
策
を
講
じ
な
が
ら
第
二
十
一

回
崇
敬
会
大
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
福

田
百
合
子
会
長
以
下
二
十
三
名
の
参
列

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
三
年
振
り
に
和

や
か
に
皆
様
の
お
顔
を
拝
見
で
き
、
天

神
様
も
さ
ぞ
ご
安
心
の
事
と
拝
察
申
し

上
げ
ま
す
。
総
会
で
は
宮
司
よ
り
今
秋

に
崇
敬
会
東
京
支
部
が
新
た
に
設
立
さ

れ
る
旨
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
直
会

で
は
参
加
者
の
近
況
報
告
を
し
な
が
ら

交
流
し
、
久
々
に
会
員
相
互
の
親
睦
を

深
め
本
年
の
大
祭
を
無
事
盛
大
に
終
え

ま
し
た
。

　

来
た
る
令
和
九
年
に
は
御
神
忌
一
一

二
五
年
式
年
大
祭
を
迎
え
ま
す
。
是
非

と
も
ご
近
所
や
お
知
り
合
い
に
入
会
を

お
勧
め
頂
き
、
天
神
様
の
輪
を
広
げ
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

第
二
十
一
回
崇
敬
会
大
祭

令
和
三
年
十
一
月
十
三
日
以
降

入
会
の
方
々
で
す
。（
敬
称
略
）

永
年
会
員

山
根
耕
太
郎	

防
府
市
八
王
子

法
人
会
員	

㈲
種
村
強
建
築
設
計

	

東
京
都
中
央
区

安
村
商
事
㈱	

防
府
市
宮
市
町

特
別
会
員

村
上
恵
子	

宇
部
市
東
須
恵

岡
本
卓
麿	

防
府
市
八
王
子

高
木
謙
治	
山
陽
小
野
田
市

家
族
会
員

齋
藤
裕
子	

東
京
都
台
東
区

山
本
和
夫	

周
南
市
月
丘
町

鬼
村
郁
男	

防
府
市
沖
今
宿

栗
栖　

功	

広
島
市
安
佐
北
区

大
塚
啓
二	

広
島
県
庄
原
市

小
池
俊
二	

防
府
市
田
島

柴
崎
博
之	

防
府
市
浜
方

部
谷
豊
子	

広
島
県
竹
原
市

山
田　

勝	

周
南
市
羽
島

畔
上
琢
郎	

防
府
市
新
田

関
口
和
紀	

茨
城
県
龍
ケ
崎
市

個
人
会
員

北
沢　

崇	

東
京
都
八
王
子
市

羽
釜
修
子	

広
島
県
安
芸
郡

柳　

智
子	

山
口
市
駅
通
り

津
田
邦
夫	

山
口
市
徳
地

岡
崎
俊
彦	

千
葉
県
浦
安
市

安
井
淳
二	

防
府
市
宮
市
町

原
田
七
海	

防
府
市
西
仁
井
令

曽
根
田
満
穂	

広
島
県
庄
原
市

温
品
義
仁	

防
府
市
岸
津

※
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
込
み
頂
き
ま
す
よ
う
ご

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

新
規
会
員
紹
介

●
不
思
議
の
郷
の
防
府
天
満
宮

　

他
所
の
三
大
天
神
様
は
何
百
万
の
市
民
が
支
え
て

い
ま
す
が
、
こ
こ
は
た
っ
た
の
十
一
万
人
、
だ
け
ど

日
本
唯
一
、
佐
波
郡
パ
ワ
ー
。「
サ
」
は
神
「
バ
」
は
場

　

何
か
良
い
事
あ
り
そ
う
な	

い
つ
も
一
緒
の
天
満
宮

東
京
都
中
央
区　

浅
田
宗
良

●
高
校
を
卒
業
し
上
京
し
て

　
五
十
年
以
上
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

天
満
宮
と
言
え
ば
、
ま
っ
た
く
前
が
見
え
な
い
人

ゴ
ミ
の
中
、
父
や
母
や
祖
母
に
手
を
引
か
れ
、
参
道

を
歩
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
手
を
離
せ
ば
間

違
い
な
く
迷
子
に
な
り
そ
う
で
し
た
。
私
の
腰
に
は

オ
モ
チ
ャ
の
刀
が
差
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
前
半
頃
の
景

色
を
も
う
一
度
観
て
み
た
い
と
想
い
ま
す
。

　

写
真
が
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
!?

絵
本
作
家　

田
頭
よ
し
た
か

●
防
府
天
満
宮
崇
敬
会
東
京
支
部
に
期
待
す
る
も
の

　

こ
れ
ま
で
「
神
」
や
「
仏
」
を
祀
る
神
社
仏
閣
に

は
＂信
じ
る
者
は
救
わ
れ
る
＂＂苦
し
い
時
の
神
頼
み
＂

的
な
発
想
で
、
慣
例
に
従
っ
て
年
に
数
度
参
拝
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
度
縁
あ
っ
て
崇
敬
会
東
京
支
部

設
立
の
ご
案
内
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
機
に

第
二
の
人
生
を
家
族
と
も
ど
も
健
康
か
つ
安
ら
か
な

気
持
ち
で
過
ご
せ
れ
ば
幸
い
だ
と
思
い
入
会
し
ま
し

た
。
会
員
に
な
れ
ば
特
典
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
今

後
は
当
会
の
祭
事
等
に
極
力
参
加
し
東
京
支
部
が
発

展
出
来
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

千
葉
市
花
見
川
区　

小
田
憲
和

　

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

東
京
支
部
設
立
に
対
し

応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
い
て

お
り
ま
す
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

崇
敬
会
だ
よ
り

崇
敬
会
だ
よ
り

〜崇敬会東京支部設立のご案内〜

日時　令和4年10月15日 土曜日 午後2時より
場所　ハリウッドビューティープラザ 港区六本木六丁目 六本木ヒルズ内
会費　5,000円
東京支部事務局　メイ・ウシヤマ学園内　担当　岡崎俊彦（山口県出身）

支部設立総会

　
設
立
総
会
で
は
ま
ず
設
立

奉
告
祭
並
び
に
防
府
天
満
宮

神
職
巫
女
に
よ
る
「
天
神
の

舞
」を
奉
納
し
、
総
会
の
後
は

講
演
会
と
交
流
会
を
開
催
す

る
予
定
で
す
。
参
加
に
つ
い

て
は
防
府
天
満
宮
崇
敬
会
会

員
（
家
族
含
む
）ま
た
は
崇
敬

会
に
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方

（
当
日
申
し
込
み
可
）と
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ビ
ュ
ー

テ
ィ
ー
プ
ラ
ザ
内
、
メ
イ
・
ウ

シ
ヤ
マ
学
園
副
理
事
長
の

ジ
ェ
ニ
ー
牛
山
女
史
は
防
府

市
出
身
で
天
満
宮
と
親
交
の

あ
っ
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
化
粧
品

創
始
者
の
（
故
）メ
イ
牛
山
女

史
の
長
女
と
い
う
ご
縁
で
崇

敬
会
東
京
支
部
の
事
務
局
を

お
引
受
け
頂
き
ま
し
た
。

　
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
参

加
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。

▲六本木ヒルズにある
  「ハリウッド・ビューティープラザ」
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そ
の
時
代
全
国
で
伊
勢
講
や
金
毘
羅
講
と
い
っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
信
仰
に
基
づ
い
た
講
が
発
達
し
、
こ
れ
ら
の
講
員

が
そ
れ
ぞ
れ
崇
敬
す
る
神
社
に
（
代
表
者
が
）参
拝
す
る
旅

行
が
流
行
り
ま
し
た
。
同
様
に
「
天
神
講
」の
人
達
も
＂こ

こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂防
府
天
満
宮
の
大
祭
に
は
必
ず
参
拝

し
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
人
の
た
め
に
お
札
を
持
ち
帰
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
防
府
天
満
宮
の
「
天
神
講
」の
分
布
の
範
囲

は
防
長
二
州
の
み
な
ら
ず
石
州
（
島
根
県
西
部
）や
芸
州

（
広
島
県
西
部
）に
ま
で
に
及
び
、
そ
の
数
は
三
百
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
特
筆
す
べ
き
は
、
防
府
天
満
宮
の
「
天

神
講
」の
人
達
は
農
業
に
限
ら
ず
、
漁
業
や
煙
草
の
生
産
が

自
分
の
生
業
で
あ
れ
ば
大
漁
祈
願
や
畑
の
豊
作
祈
願
も

行
っ
て
い
ま
し
た
。
防
府
天
満
宮
の
独
自
の
「
天
神
講
」の

広
が
り
と
多
様
な
天
神
信
仰
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
江
戸
時
代
後
期
に
発
生
し
た
と
い
わ
れ
る
御
神
幸
祭

裸
坊
と
も
無
関
係
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
裸
坊
は
「
天
神
講
」

の
人
た
ち
が
大
祭
に
直
接
参
加
す
る
た
め
の
知
恵
の
一
つ

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
も
文
化
文
政
期
に
な
る
と
都
市
部
で
は
町
人

文
化
が
栄
え
、
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
ま
た
浮
世
絵
な
ど

の
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。
農
村
に
も
貨
幣
経
済
が
浸
透

し
始
め
、
封
建
社
会
の
中
に
も
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
、「
天
神
講
」は
厳
し
い
農
作
業
の
合
間

の
情
報
交
換
や
飲
食
を
共
に
す
る
懇
親
の
場
と
し
て
形
成

さ
れ
ま
し
た
。

　

活
動
に
関
す
る
細
か
い
記
録
は
殆
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
中
で
富
海
石
原
地
区
の
天
神
講
の
「
銭
馬
参

り
」の
風
習
や
各
地
域
に
残
る
天
神
講
に
よ
る
「
天
満
宮
」

碑
の
存
在
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
写
真
参
照
）

　

防
府
天
満
宮
は
創
建
以
来
、
多
く
の
方
々
に
よ
り
御
崇
敬

賜
り
ま
し
た
。
時
の
有
力
者
は
そ
の
誠
心
を
奉
納
物
と
い
う

形
で
表
し
ま
し
た
。
源
平
戦
乱
の
世
、
一
一
七
二
年
周
防
国

の
目
代
は
後
白
河
上
皇
の
弥
栄
を
願
い
「
金
銅
宝
塔
」（
重

文
）を
寄
進
し
、
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
一
三
一
一
年
に
は
国
司

が
防
府
天
満
宮
創
建
の
由
緒
を
記
し
た
「
松
崎
天
神
縁
起
絵

巻
」（
重
文
）を
奉
納
し
ま
し
た
。
一
方
同
時
に
一
般
庶
民
か

ら
の
崇
敬
も
篤
く
、
一
三
三
〇
年
の
古
文
書
に
は
す
で
に
御

神
幸
祭
に
奉
仕
す
る
大
行
司
そ
し
て
小
行
司
の
名
前
が
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
歴
史
は
防
府
天
満
宮
の
崇
敬
の
大
き

さ
と
裾
野
の
広
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

人
々
は
そ
の
よ
う
な
防
府
天
満
宮
を
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂

と
し
て
親
し
み
ま
し
た
。
そ
し
て
江
戸
時
代
に
入
る
と
農
耕

を
中
心
に
営
む
人
た
ち
は
地
縁
社
会
の
中
で
寄
り
合
い
を
形

成
し
、
学
問
の
神
で
あ
り
農
業
の
神
で
も
あ
る
防
府
天
満
宮

を
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂と
す
る
集
団
「
天
神
講
」を
組
織

し
、
生
活
の
中
に
あ
る
苦
楽
も
天
満
宮
と
共
に
歩
ん
で
き
ま

し
た
。

は
じ
め
に

は
じ
め
に  

〜
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
〜

〜
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
〜

「
天
神
講
」

「
天
神
講
」っ
て
な
ん
で
す
か
？

っ
て
な
ん
で
す
か
？

「
天
神
講
」

「
天
神
講
」っ
て
っ
て

具
体
的

具
体
的
にに
ど
ん
な
活
動

ど
ん
な
活
動
をを

し
て
い
た
の
で
す
か
？

し
て
い
た
の
で
す
か
？

▲1330年の古文書「天満宮十月会諸役差定状」
　大小行事（司）の名前が記されている

全国の天満宮で最古の奉納物
「金銅宝塔（1172年）」
▼

天天
府府

満満
宮宮

防防

〜
そ
の
心
は
天
神
講
か
ら
崇
敬
会
へ
受
け
継
が
れ
〜

〜
そ
の
心
は
天
神
講
か
ら
崇
敬
会
へ
受
け
継
が
れ
〜

ここ

とと

ふふ

ここ

るる

ろろ

ささ

のの
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こ
の
よ
う
に
天
神
講
の
活
動
は
講
員
の
生
活
の
中
で
大
き

な
楽
し
み
で
し
た
が
、
明
治
維
新
よ
り
そ
の
性
格
は
変
貌
し

ま
し
た
。
維
新
に
よ
る
王
政
復
古
、
廃
仏
毀
釈
な
ど
の
措
置

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
神
社
の
所
領
で
あ
っ
た
土
地
は
政
府
に

召
し
上
げ
ら
れ
（
上
地
）、
寺
は
敗
走
し
坊
主
と
神
官
の
対
立

も
激
化
、
神
社
は
荒
廃
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
政
府
は
神
国

と
し
て
の
規
律
を
強
め
る
た
め
、
天
神
講
に
さ
え
も
規
律
を

求
め
官
製
的
な
「
天
神
講
社
規
則
」を
作
る
に
至
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
天
神
講
の
人
達
は
柔
軟
に
捉
え
、
防
府
天
満
宮
へ

の
信
仰
は
変
わ
る
こ
と
な
く
天
神
講
と
し
て
の
活
動
は
続
け

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
時
代
後
半
に
は
国
も
安
定
し
、

明
治
三
十
五
年
防
府
天
満
宮
で
は
御
神
忌
千
年
大
祭
を
迎

え
、
天
神
講
も
す
っ
か
り
活
気
を
取
り
戻
し
、
大
正
か
ら
昭

和
初
期
に
は
最
高
潮
を
迎
え
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
後
の
個
人
主
義
や
経
済
の
豊
か
さ
の
陰
で
、

そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
地
縁
と
い
う
絆
や
神
に
感
謝
す
る
と

い
う
日
本
人
の
心
は
薄
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
好
き
な
時
に

好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
き
、
好
き
な
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
日
常

を
手
に
入
れ
、
時
代
と
共
に
今
で
は
天
神
講
も
数
え
る
ほ
ど

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

天
神
講
と
い
う
組
織
は
形
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
防
府
天
満
宮
を
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ

と
＂と
し
て
崇
敬
す
る
こ
こ
ろ
は
、
人
々
か
ら
消
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
や
家
族
単
位
で
そ
の
絆
を
保
ち

続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
お
蔭
で
現
在
も
天
神
講
の
分
布
し

た
地
域
を
中
心
に
年
間
百
五
十
万
人
の
方
に
ご
参
拝
頂
い

て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂は
先

人
た
ち
に
よ
り
天
神
講
が
残
し
て
く
れ
た
目
に
見
え
な
い

偉
大
な
財
産
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
崇
敬
頂
い
て
い
る
方
々
の
た
め
、
も
っ

と
身
近
に
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂防
府
天
満
宮
を
感
じ
て

頂
け
る
よ
う
、
平
成
十
四
年
御
神
忌
千
百
年
大
祭
を
記

念
し
て
防
府
天
満
宮
崇
敬
会
を
設
立
致
し
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
度
、
令
和
九
年
御
神
忌
千
百
二
十
五
年
大
祭

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
防
府
か
ら
遠
く
離
れ
た
方
々
に

も
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂を
享
受
し
て
頂
け
る
よ
う
崇
敬

会
東
京
支
部
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
天
神
講
に
始
ま
る
防
府
天
満
宮
へ
の
信
仰
は
崇
敬
会

に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
今
般
、
東
京
支
部
を
設
立
す

る
こ
と
に
よ
り
＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂の
輪
が
さ
ら
に
大

き
く
な
る
こ
と
を
私
た
ち
は
期
待
し
て
い
ま
す
。

現
在
現
在
もも「
天
神
講
」

「
天
神
講
」はは

活
動
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

さ
れ
て
い
ま
す
か
？

銭銭
ぜにぜに

馬馬
うまうま

参り参り
（富海石原村の天神講）（富海石原村の天神講）

天満宮碑天満宮碑
（天満宮と彫り込まれた石燈籠）（天満宮と彫り込まれた石燈籠）

で
は
で
は

＂＂こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と

こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
＂＂はは

消消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

え
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

お
わ
り
に

お
わ
り
に

〜
防
府
天
満
宮
崇
敬
会　

東
京
支
部
の
設
立
〜

〜
防
府
天
満
宮
崇
敬
会　

東
京
支
部
の
設
立
〜

▲昭和二年銭馬参りの出立◀鞍箱

▲天満宮碑（市内国分寺町院内）

　天満宮大祭当日、銭馬（金馬）を曳いて
天満宮へ参拝した。年一回のこの行事で
講中は固く結ばれていた。（昭和初期の石
原西条の古老の話）
　銭馬参りとは選ばれた馬を川で祓い清め
た後、馬の体に鈴や一文銭を垂らし、さら
に背中には梅花を飾りつけた鞍箱に祝餅
を乗せ「奉寄進松崎神社」の札を置き、村
の若者が村を代表して天満宮大祭に参拝
する習わしのこと。馬が歩くと一文銭は賑
やかに振れ合い鈴が賑やかに鳴ったとい
う。代参の出発前と帰還後には地下の者
たちによって「出立の杯」と直会の宴が盛大
に催された。

　天神講が結成されたこと
を記念して建立されたもの。
大きさはどれも約二メート
ル程度で建立年月日が記さ
れている。現在でも防府市
内外に残る。
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本
殿
裏
手
に
は
東
か
ら
「
愛
宕
社
」・

「
老
松
社
・
若
松
社
」・「
須
賀
社
」と
い
う

３
社
の
末
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の

度
は
防
府
天
満
宮
の
末
社
に
祀
ら
れ
て
い

る
神
々
と
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
変
遷
を
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

明
治
初
期
、
神
仏
分
離
の
考
え
か
ら
寺

に
あ
る
神
社
が
合
祀
と
言
う
形
で
移
築
・

廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
明
治
三
十
九
年
、

政
府
は
大
々
的
な
神
社
の
統
合
を
推
奨
し
、

こ
れ
を
受
け
た
山
口
県
は
、
①
・
②
を
対

象
に
神
社
の
統
廃
合
を
進
め
ま
し
た
。

①
無
格
社
。　

②�

村
社
以
上
で
由
緒
が
正
確
で
な
い
、
同

一
祭
神
を
祀
る
社
が
町
村
内
に
二
社
以

上
あ
る
。
氏
子
が
一
〇
〇
戸
も
し
く
は

信
徒
が
五
〇
〇
人
に
満
た
な
い
神
社
。

　

こ
れ
に
よ
り
防
府
市
内
に
お
い
て
は
、

無
格
社
八
十
二
社
が
二
十
七
社
の
有
格
社

と
な
り
ま
し
た
。（
県
内
で
は
二
、
一
四
六

の
無
格
社
が
統
合
し
、
四
四
二
の
有
格
社

と
な
る
）こ
の
時
近
郷
六
社
の
無
格
社
が

天
満
宮
境
内
の
末
社
へ
合
祀
さ
れ
ま
し

た
。（
上
の
表
の
通
り
）

　

し
か
し
こ
の
布
告
に
納
得
で
き
な
い
地

元
は
、
書
類
上
の
み
統
廃
合
し
た
と
見
せ

か
け
た
り
、「
統
廃
合
で
参
拝
が
遠
隔
地

に
な
る
」と
正
面
き
っ
て
反
対
し
現
状
維

持
を
勝
ち
取
っ
た
場
合
も
あ
り
、
当
時
の

人
々
の
郷
土
、
氏
神
様
を
愛
す
る
心
が
伺

え
ま
す
。

　

統
廃
合
よ
り
三
十
年
後
、
富
海
の
人
が

当
時
を
回
想
し
、「
い
く
ら
由
緒
が
定
か

で
な
い
と
は
い
え
、
神
社
を
中
心
に
祭
り

を
行
い
集
落
の
懇
親
を
自
然
に
深
め
て

い
っ
た
風
俗
が
こ
れ
に
よ
り
絶
え
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
各
集
落
の
神
社
の
前

で
盆
踊
り
を
し
て
い
た
が
有
害
だ
と
禁
止

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
月
夜
の
下
で
の
神
燈

の
影
、
団
扇
の
音
頭
、
太
鼓
の
音
、
翻
る

振
り
袖
、
こ
の
行
事
が
い
か
に
我
々
の
郷

土
の
人
々
の
情
緒
を
豊
か
に
し
、
人
心
に

潤
い
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
か
。
命
令
に
よ

り
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
昔
日
の
面お
も

影か
げ

を

伝
え
ら
れ
ず
残
念
で
あ
る
。」と
記
録
し
て

い
ま
す
。
地
域
の
精
神
的
な
支
柱
で
あ
る

神
社
の
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
無
く
な
っ

て
初
め
て
そ
の
「
あ
り
が
た
さ
」が
わ
か

り
、
そ
し
て
一
度
絶
え
て
し
ま
う
と
忘
れ

去
ら
れ
、
二
度
と
元
に
戻
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
様
が
伝
わ
る
内
容
で
す
。

　

統
廃
合
さ
れ
、
地
元
の
神
社
が
無
く

な
っ
た
と
い
っ
て
も
信
仰
ま
で
が
全
て
失

わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迫
戸

社
・
八
柱
社
の
神
事
は
現
在
で
も
元
の
鎮

座
地
で
地
元
の
人
た
ち
に
よ
り
斎
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
八
柱
社
が
須
賀
社
に
合
祀
さ
れ
た

時
代
に
生
ま
れ
た
今
市
町
に
住
む
河
村
氏

の
回
想
録
で
は
、「
社
殿
に
は
寺
子
屋
の

よ
う
に
子
供
達
が
集
ま
り
、
大
正
や
昭
和

の
は
じ
め
は
お
芝
居
や
屋
台
で
大
変
賑
や

か
だ
っ
た
。
境
内
の
森
は
昼
も
暗
く
ム
サ

サ
ビ
や
ふ
く
ろ
う
が
お
り
、
直
径
一
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
の
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。」

と
語
っ
て
い
ま
す
。　

　

神
さ
ま
が
移
ら
れ
た
後
も
建
物
や
境
内

跡
地
は
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
一
部
で
あ

り
、
祭
り
も
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え

ま
す
。

　

合
祀
後
一
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て

も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
地
元
の
人
達
の

厚
い
敬
神
の
思
い
、
そ
の
思
い
は
子
ど
も

た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
神
輿
の
神
幸
を
す

る
姿
に
伝
統
の
深
さ
を
在
り
在
り
と
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

は
じ
め
に

神
社
の
統
廃
合

鎮座地：防府天満宮表参道（東側老松社・西側若松社→本殿裏手）

現在は１つの社だが、昔は防府天満宮鳥居より内側の表参道両脇
に向かい合って鎮座していた。古くから老松社では御田植神事が
毎年６月30日に斎行。２社が合併し1つの社となったことにより若
松社のお祭りは、御田植神事に合わせて一緒に斎行されている。

老松社御祭神：島
しま

田
だの

忠
ただ

臣
おみ

（道真公の学問の師、娘は道真公の正室）
古くから本社第一の末社と呼ばれ相殿の神ありと記述。
生成発展のご利益があるとされ、社の両脇には男女のシンボル
を表した陰陽石（通称：ジジ石・ババ石）が立ち、安産を願う絵
馬が社殿に奉納されている。

若松社御祭神：武
た け べ さ え も ん

部左衛門

　古くから本社第二の末社と呼ばれ相殿の神ありと記述。

▲�重文「松崎天神縁起絵巻（応長元年・1311）」に老松社・若松社と思われるお社
が描かれている。

御祭神：軻
か

遇
ぐ

突
つ

智
ち

　伊
いざなぎのみこと

弉冊尊　事
ことしろぬしのみこと

代主命　鎮座地：御館（前小路北側）→前小路正定寺境内→防府天満宮境内

豊臣秀吉が朝鮮御出陣の節に御館（前小路北側）に勧
かんじょう

進。不思議なお告げにより２度社殿の火災を免れた後、正定寺（前小路）
境内へ移された。寺内ではあったが公の責任者は天満宮神職で神事は神職僧侶それぞれが斎行する神仏習合の神社であった。
明治2年に正定寺が中市の定

じょうねんじ

念寺と合併したため天満宮へ移築。その後は毎年御神幸祭が斎行され、現在でも前小路自治会
主催、高砂自治会協力の下で神事、神幸が斎行されている。

火
ほ む す び の か み

産霊神
　（一説には奥

お く つ ひ こ の か み

津日子神
　　　　　�奥

お く つ ひ め の か み

津比売神も祀る）

火産霊神社（旧名：荒
こう

神社）　旧鎮座地：鋳物師萬福寺境内→愛宕社
創建由来不明。江戸時代、防府天満宮神職鈴木上総の預かり。

事
ことしろぬしのかみ

代主神（一説による） 恵
え び す

美須神社　旧鎮座地：赤間（推定）→愛宕社
創建由来不明。江戸時代、防府天満宮神職鈴木上総の預かり。

素
す さ の お の み こ と

戔嗚命
　（一説には大

おおなむちのみこと

己貴命も祀る）

迫
せ ば と

戸神社（旧名：荒神社）　旧鎮座地：上迫戸（防府天満宮裏石段下）→愛宕社
現在7月上旬（江戸時代は6月28日）に迫戸祇園社祭として氏子が集まる中、元の鎮
座地において防府天満宮神職により神事を斎行。いつ頃から迫戸祇園社の名と呼ば
れるようになったかは不明だが、幕末まで天満宮境内に素戔嗚尊を祀る祇園社があ
り今後一考の余地がある。

大
おおとしのかみ

歳神
火産霊神
　（一説によると御

みとしのかみ

年神・若
わかみやのかみ

宮神・
　�奥

お く つ ひ こ の か み

津日子神・奥
お く つ ひ め の か み

津比売神・
　�柿

かきもとのひとまろ

本人麿も祀る）

畑
はた

山
やま

神社（旧名：大歳・荒神）　旧鎮座地：東佐波令畑村福昌寺境内→愛宕社
明治15年に防府天満宮が破損した社殿を修復しており、他の３社と違い直接管理し
ていたことが分かる。合祀の時点で既に例祭日が不明になっており8月の八

はっさく

朔の日と
推測して斎行することを決める。ただ「旧6月閏という説もあるがどちらが正しいかど
うかは確認ができない」との当時の神職の記述が残っている。合祀後も畑山社祭と
呼ばれ毎年愛宕社の前で畑村の氏子が集まり祭典が斎行されていた。

愛
宕
社
に
合
祀
さ
れ
た
御
祭
神
と
そ
の
変
遷

防府天満宮

～合祀の変遷～

末 神社 々の

老
お い

松
ま つ

社・若
わ か

松
ま つ

社 愛
あ た ご し ゃ

宕社

（菅原道真公の別荘があった園部の地で代官を勤め、
  道真公左遷の際、八男菅原慶

よりのり

能を預かり育てた）

6109号　さかたり



　

本
殿
裏
手
に
は
東
か
ら
「
愛
宕
社
」・

「
老
松
社
・
若
松
社
」・「
須
賀
社
」と
い
う

３
社
の
末
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の

度
は
防
府
天
満
宮
の
末
社
に
祀
ら
れ
て
い

る
神
々
と
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
変
遷
を
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

明
治
初
期
、
神
仏
分
離
の
考
え
か
ら
寺

に
あ
る
神
社
が
合
祀
と
言
う
形
で
移
築
・

廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
明
治
三
十
九
年
、

政
府
は
大
々
的
な
神
社
の
統
合
を
推
奨
し
、

こ
れ
を
受
け
た
山
口
県
は
、
①
・
②
を
対

象
に
神
社
の
統
廃
合
を
進
め
ま
し
た
。

①
無
格
社
。　

②�

村
社
以
上
で
由
緒
が
正
確
で
な
い
、
同

一
祭
神
を
祀
る
社
が
町
村
内
に
二
社
以

上
あ
る
。
氏
子
が
一
〇
〇
戸
も
し
く
は

信
徒
が
五
〇
〇
人
に
満
た
な
い
神
社
。

　

こ
れ
に
よ
り
防
府
市
内
に
お
い
て
は
、

無
格
社
八
十
二
社
が
二
十
七
社
の
有
格
社

と
な
り
ま
し
た
。（
県
内
で
は
二
、
一
四
六

の
無
格
社
が
統
合
し
、
四
四
二
の
有
格
社

と
な
る
）こ
の
時
近
郷
六
社
の
無
格
社
が

天
満
宮
境
内
の
末
社
へ
合
祀
さ
れ
ま
し

た
。（
上
の
表
の
通
り
）

　

し
か
し
こ
の
布
告
に
納
得
で
き
な
い
地

元
は
、
書
類
上
の
み
統
廃
合
し
た
と
見
せ

か
け
た
り
、「
統
廃
合
で
参
拝
が
遠
隔
地

に
な
る
」と
正
面
き
っ
て
反
対
し
現
状
維

持
を
勝
ち
取
っ
た
場
合
も
あ
り
、
当
時
の

人
々
の
郷
土
、
氏
神
様
を
愛
す
る
心
が
伺

え
ま
す
。

　

統
廃
合
よ
り
三
十
年
後
、
富
海
の
人
が

当
時
を
回
想
し
、「
い
く
ら
由
緒
が
定
か

で
な
い
と
は
い
え
、
神
社
を
中
心
に
祭
り

を
行
い
集
落
の
懇
親
を
自
然
に
深
め
て

い
っ
た
風
俗
が
こ
れ
に
よ
り
絶
え
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
各
集
落
の
神
社
の
前

で
盆
踊
り
を
し
て
い
た
が
有
害
だ
と
禁
止

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
月
夜
の
下
で
の
神
燈

の
影
、
団
扇
の
音
頭
、
太
鼓
の
音
、
翻
る

振
り
袖
、
こ
の
行
事
が
い
か
に
我
々
の
郷

土
の
人
々
の
情
緒
を
豊
か
に
し
、
人
心
に

潤
い
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
か
。
命
令
に
よ

り
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
昔
日
の
面お
も

影か
げ

を

伝
え
ら
れ
ず
残
念
で
あ
る
。」と
記
録
し
て

い
ま
す
。
地
域
の
精
神
的
な
支
柱
で
あ
る

神
社
の
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
無
く
な
っ

て
初
め
て
そ
の
「
あ
り
が
た
さ
」が
わ
か

り
、
そ
し
て
一
度
絶
え
て
し
ま
う
と
忘
れ

去
ら
れ
、
二
度
と
元
に
戻
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
様
が
伝
わ
る
内
容
で
す
。

　

統
廃
合
さ
れ
、
地
元
の
神
社
が
無
く

な
っ
た
と
い
っ
て
も
信
仰
ま
で
が
全
て
失

わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迫
戸

社
・
八
柱
社
の
神
事
は
現
在
で
も
元
の
鎮

座
地
で
地
元
の
人
た
ち
に
よ
り
斎
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
八
柱
社
が
須
賀
社
に
合
祀
さ
れ
た

時
代
に
生
ま
れ
た
今
市
町
に
住
む
河
村
氏

の
回
想
録
で
は
、「
社
殿
に
は
寺
子
屋
の

よ
う
に
子
供
達
が
集
ま
り
、
大
正
や
昭
和

の
は
じ
め
は
お
芝
居
や
屋
台
で
大
変
賑
や

か
だ
っ
た
。
境
内
の
森
は
昼
も
暗
く
ム
サ

サ
ビ
や
ふ
く
ろ
う
が
お
り
、
直
径
一
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
の
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。」

と
語
っ
て
い
ま
す
。　

　

神
さ
ま
が
移
ら
れ
た
後
も
建
物
や
境
内

跡
地
は
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
一
部
で
あ

り
、
祭
り
も
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え

ま
す
。

　

合
祀
後
一
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て

も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
地
元
の
人
達
の

厚
い
敬
神
の
思
い
、
そ
の
思
い
は
子
ど
も

た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
神
輿
の
神
幸
を
す

る
姿
に
伝
統
の
深
さ
を
在
り
在
り
と
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

終
わ
り
に

現
代
に
も
続
く
篤
い
思
い

御祭神：素
すさのおのみこと

戔嗚命　鎮座地：防府天満宮境内

創建不明（初見は明治4年）。元禄4年（1691）に「大専坊管理の末社に荒神社（祇園社）牛
ご

頭
ず

天
てん

王
のう

」
とあり、明治の神仏分離により呼称が神式に改められ防府天満宮の管理に置かれた可能性があ
る。近年まで宮大工の棟梁が自身で技術の向上と安全を祈る工

こう

匠
しょう

祭が6月30日に行われていた。
子供の夜泣き封じにご利益があるとされ人形を社に奉納する信仰がある。現在では子供の成長を
願い初宮詣・百日詣の絵馬が多く奉納されている。

宇
う か の み た ま

迦之御魂
伊
い ざ な ぎ の み こ と

弉冊命
品
ほ ん だ わ け の み こ と

陀和気命（応神天皇）
櫛
く し み け ぬ の み こ と

御気野命

熊野神社　旧鎮座地：国分寺境内→右田上河源→須賀社
明治44年、宇迦之御魂を知事の認可のもと末社の愛
宕社へ移し、他３柱の神を須賀社へ分けて合祀しまし
た。しかし後にそれはおかしいということで認可は取
り消され宇迦之御魂は愛宕社より須賀社へ移された。

正
ま さ か つ あ か つ か ち は や ひ あ め の お し

勝吾勝勝速日天之忍穂
ほみみのみこと

耳命
天
あ め の ほ ひ の み こ と

之菩卑能命
天
あ ま つ ひ こ ね の み こ と

津日子根命
活
い く つ ひ こ ね の み こ と

津日子根命
熊
く ま の く す び の み こ と

野久須毘命
多
た き り び め の み こ と

紀理毘売命
市
い ち き し ま び め の み こ と

寸島比売命
多
た き つ ひ め の み こ と

岐都比売命
（天照大神と素戔嗚尊が誓約した際に出現した
�5男3女の神様）

八
やはしらしゃ

柱社（旧名：八王子社）　旧鎮座地：今市八王子→須賀社
「防長風土注進案」によると宝暦７年（1758）の棟
札に延長年中（923～931）建立で御神幸は八王子
の森と記されている。当初は西向であったが主要
道の変化に伴い文政年中（1818～1830）北向き（今
市町の主要道向き）に建て直された。神事は天満
宮神職が斎行し、合祀後も西御末社祭として須賀
社にて合同の神事が行われた。大正３年には今市
の人々の願いにより旧例祭日に単独で祭典を行い、
大正5年より７月24日25日を御神幸祭日として斎行。
現在は旧名の八王子様の愛称で親しまれ地元の人
達により御神幸祭が行われている。

須
賀
社
に
合
祀
さ
れ
た
御
祭
神
と
そ
の
変
遷

鎮座地：防府天満宮表参道（東側老松社・西側若松社→本殿裏手）

現在は１つの社だが、昔は防府天満宮鳥居より内側の表参道両脇
に向かい合って鎮座していた。古くから老松社では御田植神事が
毎年６月30日に斎行。２社が合併し1つの社となったことにより若
松社のお祭りは、御田植神事に合わせて一緒に斎行されている。

老松社御祭神：島
しま

田
だの

忠
ただ

臣
おみ

（道真公の学問の師、娘は道真公の正室）
古くから本社第一の末社と呼ばれ相殿の神ありと記述。
生成発展のご利益があるとされ、社の両脇には男女のシンボル
を表した陰陽石（通称：ジジ石・ババ石）が立ち、安産を願う絵
馬が社殿に奉納されている。

若松社御祭神：武
た け べ さ え も ん

部左衛門

　古くから本社第二の末社と呼ばれ相殿の神ありと記述。

▲�重文「松崎天神縁起絵巻（応長元年・1311）」に老松社・若松社と思われるお社
が描かれている。

須
す

賀
が

社 老
お い

松
ま つ

社・若
わ か

松
ま つ

社

（菅原道真公の別荘があった園部の地で代官を勤め、
  道真公左遷の際、八男菅原慶

よりのり

能を預かり育てた）
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●
会
頭
就
任
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
度
は
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
「
＂兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
＂防
府
の
未
来
を
目
指
し

て
」と
さ
れ
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

ご
存
知
の
様
に
「
兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
」と
は
兄
弟
の
様
に
お

祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
裸
坊
祭
の
掛
け
声
で

す
。
防
府
商
工
会
議
所
・
議
員
・
会
員
が
一
丸
と
な
り
、

更
に
国
・
山
口
県
・
防
府
市
・
企
業
と
連
携
し
て
盛
り
上

げ
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
込
め
ま
し
た
。

●
文
字
通
り
防
府
市
が
ワ
ン
チ
ー
ム
と
な
っ
て
向
上
し
て
い

こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
商
工
会
議
所
と
し
て
は
、
地

元
の
商
工
業
の
経
営
問
題
な
ど
重
要
な
仕
事
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
町
づ
く
り
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。

　

常
々
防
府
駅
周
辺
か
ら
天
満
宮
ま
で
町
並
み
に
統
一
感
が

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会

会
長
の
時
に
は
天
満
宮
周
辺
は
「
大
正
ロ
マ
ン
」で
デ
ザ
イ

ン
を
統
一
し
、
交
流
人
口
の
増
加
を
計
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。

●
観
光
客
へ
の
お
も
て
な
し
の
観
点
か
ら
い
う
と
防
府
の
街

は
交
差
点
の
名
前
や
道
路
の
名
前
も
よ
く
分
か
ら
な
い
と

い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

　

商
工
会
議
所
の
「
ま
ち
づ
く
り
戦
略
会
議
」で
道
路
の
ネ
ー

ミ
ン
グ
に
つ
い
て
協
議
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
夏
改
築
さ

れ
る
丸
久
ア
ル
ク
防
府
店
前
に
道
路
が
開
通
し
ま
す
が
、

そ
の
通
り
を
は
じ
め
天
満
宮
周
辺
の
道
路
に
名
前
を
付
け

て
い
く
よ
う
提
案
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

●
親
し
ま
れ
る
名
前
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。
交
流
人
口
が

増
え
る
と
い
う
事
は
防
府
の
町
や
産
業
の
繁
栄
に
直
結
す

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
交
流
人
口
増
加
の
秘
策
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

春
夏
秋
冬
に
「
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
更
に
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
統
一

感
の
あ
る
町
並
み
、
宮
司
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
駅
を

降
り
て
「
こ
こ
が
好
き
」と
感
じ
て
頂
け
る
町
並
み
の
形
成

に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
す
る
こ
と
で
関
係
人
口
、
言
い
換
え
れ
ば
「
防
府
の

フ
ァ
ン
」を
増
や
し
、
防
府
の
い
い
と
こ
ろ
を
ど
ん
ど
ん

発
信
し
て
い
く
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
積
み
重
ね
が
そ
の
先
の
商
工
業
の

発
展
に
繋
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
頂
く
為
、
天
満
宮
行
事
と
の
協
力
体
制

も
今
後
益
々
強
く
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
ご
と
は
目
的
を
明
確
に
し
て

開
催
す
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。
交
流
人
口
の
増
加
や

防
府
の
知
名
度
向
上
の
為
に
は
、
天
満
宮
の
お
祭
り
ご
と

は
重
要
で
す
し
、
集
客
力
も
大
き
い
の
で
、「
兄
弟
わ
っ

し
ょ
い
」天
満
宮
と
一
緒
に
な
っ
て
や
っ
て
行
く
こ
と
が

フ
ァ
ン
獲
得
の
近
道
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
」。
防
府
天
満
宮
に

と
っ
て
御
神
幸
祭
裸
坊
祭
は
最
も
大
切
な
お
祭
り
で
す
か

ら
、
天
満
宮
の
盛
り
上
が
り
と
共
に
商
工
会
議
所
の
目
的

が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。▲ 防府天満宮大石段花回廊は平成25年より防府商工会

議所を中心に組織する「春の幸せますフェスタ実行委員
会」（防府市、観光コンベンション協会、山口県立農業
大学校、山口大学、市内中学校や防府天満宮などにて
組織）にて実施されている。（写真は令和4年実行委員
会による花回廊設置風景）

〜
羽
嶋
秀
一
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〜

令
和
四
年
四
月
一
日
に
第
三
十
四
期
会
頭
就
任
、
防
府
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
長
や
防

府
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
会
長
な
ど
歴
任
、
樹
木
医
、
防
府
天
満
宮
責
任
役
員
、

㈱
羽
嶋
松
翠
園
会
長
　
現
在
六
十
一
才

宮
司
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
～
新
会
頭
に
聞
く
～

「
兄
弟
わ
っ
し
ょ
い
」

　
防
府
の
未
来
を
目
指
し
て

防
府
商
工
会
議
所

会
頭
　
羽
嶋
秀
一
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お二人の末永いお幸せをお祈り致します
ご結婚おめでとう

令
和
4
年
（
神
社
挙
式
分
／
敬
称
略
）

2
月
11
日	

林
　
忠
佑
・
美
果

3
月
20
日	

髙
見
　
大
介
・
小
百
合

	

21
日	

小
田
　
賢
壮
・
真
代

	

26
日	

渡
辺
　
和
也
・
利
奈

	
	

眞
木
　
大
輔
・
由
佳
里

	
	

久
保
田
　
涼
介
・
彩
貴

4
月
2
日	

ク
レ
キ
　
ア
イ
デ
ン
・
紗
弓

	

3
日	

江
端
　
希
之
・
美
子

	
	

國
貞
　
直
也
・
真
帆

	

10
日	

中
村
　
圭
希
・
桜
花

	

24
日	

木
村
　
重
雄
・
佐
智

	

30
日	

桐
川
　
奨
平
・
真
子

5
月
8
日	

津
守
　
裕
之
・
康
子

	

8
日	

津
川
　
武
雄
・
美
絵

	
	

山
根
　
大
生
・
実
加

	

20
日	

秋
重
　
昇
平
・
理
沙

TOPICS 天満宮に「火の鳥」現る⁉

◀巻雲（けんうん）　上空の風が強い時期に現れる冬雲

　1月24日の夕暮れ時、ご社殿の頭上に「火の鳥」が美しい翼を広げていま
した。
　「火の鳥」といえばマンガ家“手塚治虫”を思い浮かべます。彼の描く「火
の鳥」は永遠の生命の象徴であり、その羽根も例えば、撫でるだけで傷が
回復したり、病気が治ったりという超能力を持っています(手塚治虫初の単
行本プロローグの一部より)。
　「火の鳥」は永遠の生命を持つ不死鳥とも呼ばれ、時間と時空を超越した
存在で分身もできるという。
　ひょっとしてあの日の「火の鳥」は天神様の分身では…⁉

ひ
た
ぶ
る

　

権
禰
宜　

村
松
大
樹

　

常
々
お
盆
に
は
帰
省
し
て
お
墓

参
り
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、

な
か
な
か
実
現
で
き
て
い
な
い
。

お
盆
に
な
る
と
、
幼
い
頃
に
毎
年

父
と
お
墓
参
り
し
た
こ
と
を
今
で

も
思
い
出
す
。

　

お
盆
は
、
日
本
古
来
の
祖
霊
信

仰
で
そ
の
行
事
の
内
容
や
風
習
は

地
方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
お

盆
の
頃
に
は
ニ
ュ
ー
ス
で
全
国
各

地
の
お
盆
行
事
の
様
子
が
伝
え
ら

れ
、
そ
の
度
に
自
分
の
お
盆
の
記

憶
が
甦
る
。

　

私
の
故
郷
で
は
、
お
盆
初
日
の

朝
早
く
提
灯
を
持
ち
、
火
を
灯
さ

ず
お
墓
に
向
い
、
そ
こ
で
灯
し
た

火
を
提
灯
に
移
し
持
っ
て
帰
る
。

そ
し
て
最
終
日
の
夕
刻
、
そ
の
火

を
お
墓
に
戻
し
に
お
参
り
す
る
と

い
っ
た
風
習
で
、
幼
い
頃
の
懐
か

し
い
思
い
出
で
あ
る
。

　

お
盆
は
、
様
々
な
行
事
や
風
習

で
祖
先
へ
の
繋
が
り
を
強
く
も
た

ら
し
て
く
れ
る
素
晴
ら
し
い
行
事

だ
と
思
う
。
幼
い
頃
、
父
が
教
え

て
く
れ
た
故
郷
の
お
盆
行
事
。
今

年
は
父
と
一
緒
に
私
が
我
が
子
に

伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 ※�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）

　
長
年
親
し
ま
れ
た
「
天
と
て
屋
か
ふ
ぇ
」は
今
春
新

た
に
「
天
と
て
屋 

『
間
鍋
竹
士
の
う
つ
わ
を
愉
し
む
カ

フ
ェ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
』」と
し
て
、
ま
た
二
階
に
は
間
鍋
夫

人
に
よ
る
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
『
て
も
み
サ
ロ
ン

H
I
N
A
T
A
』が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
一
階
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
は
自
身
の
器
と
共
に
夫
人
手
作
り
の
お
菓
子
を
楽
し
ん

で
頂
く
カ
フ
ェ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
参
拝
の
折
に
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

表
参
道　

天
と
て
屋

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
！

２階
営業時間：完全予約制

完全個室でもみほぐし & ストレッチ、
リンパオイルトリートメント、足ツボの

メニューがあり、心と身体を労る時間と
空間をご提供！

１階
営業時間：12時～15時

定休日：水、木曜日(祝日は営業)
うつわの土は山口県内で採土、

釉薬も独自で創作し、
こだわりの作品です！
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社
務
所
だ
よ
り

天
神
様
の
冬
か
ら
春

（
令
和
四
年
一
月
～
五
月
）

毎
月
１
日
、
15
日
、
25
日
は
月
次
祭

毎
１
日
は
朔
日
詣
り
（
朝
粥
会
）、
毎
月
25
日
は
天
神
市
（
縁
日
）

　

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
※
中
止
・
※
影
響
関
連
事
項

　

※	

毎
月
25
日
の
月
次
茶
会
は
花
展
を
除
き
全
て
中
止
、
崇
敬
会
研
修
旅
行
、

神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
会
研
修
旅
行

１
月
１
日	

歳
旦
祭
、
※
梅
茶
接
待
、
天
神
お
ん
な
神
輿
写
真
展

	

１
日
～	

客
殿
改
修
竣
工
し
新
受
付
所
に
て
祈
願
受
付
を
開
始

	

１
～
３
日	

書
き
初
め
会

	

４
日
～
８
日	

※
初
詣
企
業
参
拝
を
参
集
殿
神
殿
に
て
斎
行

	

５
日	

釿
始
式

	

７
日	

七
草
粥
の
会
（
※
於
参
集
殿
神
殿
）

	

８
日	

梅
開
花
宣
言
、
※
県
内
の
一
部
に
ま
ん
延
防
止
措
置
発
令

	

10
日	

弓
始
式

	

11
日	

貞
宮
遙
拝
式　
　
　

	

12
日	

米
子
鬼
太
郎
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

	

13
日	

鳥
取
砂
丘
コ
ナ
ン
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

	

16
日
～	

職
員
三
班
編
成
に
よ
る
奉
仕
体
制
（
三
回
目
）

	

23
日	

牛
替
神
事
奉
仕
抽
籤
児
童
説
明
会

	

25
日	

新
年
役
員
会

	

28
日	

牛
替
え
神
報
新
聞
折
込

	

29
日
～
30
日	

節
分
祭
福
豆
頒
布
総
代
奉
仕

２
月
１
日	

※
朝
粥
会

	
２
～
３
日	

節
分
祭
並
第
一
一
一
回
牛
替
神
事

	
	

（
※
抽
籤
児
童
も
ち
ま
き
）

	
	

節
分
祭
限
定
朱
印
頒
布

	

３
日	

	

歳
男
歳
女
開
運
招
福
豆
ま
き
並
豆
わ
か
ち
奉
仕

	
	

（
※
豆
撒
き
）

	

４
～
10
日	
牛
替
神
事
福
運
者
当
籤
番
号
券
景
品
引
換

	

６
日	
第
46
回
防
府
お
針
祭
（
※
神
事
の
み
斎
行
）　　

	

10
日	

牛
替
神
事
当
籤
者
神
牛
引
き
渡
し
式

	

11
日	

紀
元
祭
、
人
形
感
謝
祭
人
形
受
付
開
始
（
28
日
ま
で
）

	

16
日	

出
世
梅
奉
製
作
業
総
代
奉
仕

	

20
日
～
３
月
６
日	

第
十
七
回	
梅
ま
つ
り

	
	

	
	

期
間
中
間
鍋
竹
士
作
陶
展
、
平
井
佳
世
布
小
も
の

作
品
展
、
手
作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ーO

.Lei

～
ア
ナ

タ
ニ
ハ
ナ
ヲ
～
、
池
坊
防
府
支
部
奉
納
生
花
展
、　

櫻
園
山
城
屋
茶
舗
京
の
陶
磁
器
展
、
梅
ま
つ
り
限

定
朱
印
頒
布

	
	

	
	（

※
敬
神
婦
人
会
甘
酒
接
待
、
山
縣
本
店
梅
酒
試

飲
会
、
梅
ま
つ
り
茶
会
、
文
化
講
演
会
、
全
国
陶

器
市
、
脇
本
順
子
作
陶
展
、
琴
演
奏
会
）

	

20
日	

梅
ま
つ
り
始
祭
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納
、
出
世
梅
配
布

	

21
日
～	

職
員
三
班
編
成
に
よ
る
奉
仕
体
制
を
解
除　

	

22
日	

	

神
社
庁
巡
回
祭
典
後
講
話
研
修
会
防
府
支
部
引
受
け

（
於
参
集
殿
）

	

23
日	

総
代
研
修
旅
行
26
名
参
加（
平
生
町
沼
八
幡
宮
正
式
参
拝
）

	

26
日	

梅
木
奉
納
奉
告
祭
深
野
道
明
様

	

27
日	

梅
花
祭
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納
、
出
世
梅
配
布

３
月
１
日	

人
形
感
謝
祭　

	

１
～
５
日	

人
形
里
親
探
し

県
内
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ま
ん
延
防
止
等
重

点
措
置
の
発
令
を
受
け
、
歳
男
歳
女
三
十
三
名
の
「
豆
ま
き
」

は
、
残
念
な
が
ら
昨
年
同
様
手
渡
し
に
よ
る
「
豆
わ
か
ち
」

と
な
り
ま
し
た
。

節
分
祭
牛
替
神
事
を
斎
行
。

牛
替
神
事
は
節
分
祭
に
協
賛
す
る
た
め
明
治
四
十
四
年
に
始

ま
っ
た
行
事
で
、
今
年
で
一
一
一
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

「
生
き
た
牛
」が
当
た
る
と
い
う
全
国
で
も
珍
し
い
神
事
を

も
っ
と
広
め
た
い
と
の
思
い
か
ら
「
節
分
祭
と
い
え
ば
防
府

天
満
宮
の
牛
替
神
事
」と
言
わ
れ
る
よ
う
な
行
事
を
目
指
し
、

役
員
総
代
か
ら
三
回
に
亘
り
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。
会
議

で
は
神
事
発
展
の
み
な
ら
ず
地
域
振
興
の
た
め
、
地
元
企
業

と
の
更
な
る
協
力
を
得
る
こ
と
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
頒
布

広
報
と
い
っ
た
具
体
的
な
施
策
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

牛
替
神
事
発
展
会
議
を
開
催
。

責
任
役
員
　
　
田
中
康
男	

	

三
月
一
日	

付

　
　
　
　
　
　
山
田
拓
男
（
二
行
事
区
）	

四
月
十
三
日
付

氏
子
総
代
　
　
阿
部
孝
昭
（
四
行
事
区
）　　
　
　
　
　
　
　
　

〃

　
　
　
　
　
　
田
戸
哲
二
（
七
行
事
区
）　　
　
　
　
　
　
　
　

〃

　
　
　
　
　
　
江
田
幹
男
（
八
行
事
区
）　　
　
　
　
　
　
　
　

〃

　
　
　
　
　
　
伊
藤
輝
雄
（
九
行
事
区
）	

四
月
十
二
日
付

崇
敬
者
総
代
　
久
保
浩
通　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

〃

防
府
天
満
宮
社
家

作
曲
家	

鈴
木
淳	

氏
逝
去
（
享
年
八
十
八
歳
）

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

奉
納
品	

ご
奉
納
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

１
月
29
日　
　

自
家
栽
培
野
菜
一
箱	

高
川
学
園
サ
ッ
カ
ー
部
様

２
月
17
日　
　

献
木　

梅
木
一
本	

深
野
道
明
様

３
月
16
日　
　

災
害
用
備
蓄
水
（
５
０
０
㎖
）50
ケ
ー
ス	

		
	

ベ
ル
商
事
㈱
様

４
月
１
日	

　

米
三
〇
キ
ロ	

㈲
K
ｏ
ｕ	

稲
葉
豊
美
様

４
月
26
日	

　

神
楽
笛　

一
管	

福
山
順
様

境
内
清
掃
奉
仕	

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

３
月
３
日		

松
崎
小
学
校
六
年
生

４
月
８
日	

マ
ツ
ダ
㈱
防
府
工
場
新
入
社
員
66
名
様

３
月
31
日
他	

庭
園
文
化
研
究
会
様

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
。

新
任
の
ご
紹
介�

（
敬
称
略
）

職
員
人
事
（
新
入
巫
女
）�

（
四
月
一
日
付
）

後
藤
ち
え
り

（
防
府
市
出
身
）

大
田
夢
華

（
防
府
市
出
身
）

青
木
祐
奈

（
周
南
市
出
身
）

▲ 「生きた牛」が当たった中
なか

村
むら

幹
みき

也
や

氏(防府市南松崎町)。
本年の御神幸祭「神牛役」としてご奉仕頂きます。
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ピ
カ
ピ
カ
の
ラ
ン
ド
セ
ル
を
携
え
た
新

一
年
生
三
十
六
名
が
参
列
。
こ
れ
か
ら

始
ま
る
九
年
間
の
学
業
成
就
、
交
通
安

全
や
健
康
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。
ま
た

今
春
小
学
校
を
卒
業
し
た
四
名
が
稚
児

舞「
紅
わ
ら
べ
」を
奉
納
し
花
を
添
え

て
く
れ
ま
し
た
。
緊
張
し
た
面
持
ち
で

参
列
し
て
い
た
子
供
達
で
し
た
が
、
神

職
よ
り
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
、
元
気

い
っ
ぱ
い
の
返
事
を
し
て
御
守
を
受
け

取
り
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
学
校
生
活
に

胸
を
弾
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

責
任
役
員
等
二
十
二
名
が
出
席
し
ま
し
た
。
二
十
五
年
毎
に
行
わ

れ
る
式
年
大
祭
ま
で
あ
と
五
年
と
迫
り
ま
し
た
。
委
員
会
当
日
は
、

各
委
員
会
内
に
部
会
を
設
け
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
他
、
各
部
会

の
メ
ン
バ
ー
構
成
を
は
じ
め
大
祭
迄
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
が
示

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
議
事
の
最
後
に
準
備
委
員
長
の
喜
多
村
誠

氏
か
ら「
式
年
大
祭
が
立
派
に
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て

し
っ
か
り
と
し
た
奉
賛
活
動
に
繋
げ
ら
れ
る
よ
う
委
員
各
位
の
ご

協
力
を
お
願
い
す
る
」と
発
言
を
頂
き
ま
し
た
。

　

来
る
式
年
大
祭
が
賑
々
し
く
行
わ
れ
、
天
神
さ
ま
の
更
な
る
御

神
威
の
発
揚
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
入
学
児
童
勧
学
大
祭
を
斎
行
。

御
神
忌
一
一
二
五
年
式
年
大
祭

奉
賛
会
設
立
準
備
委
員
会
が
発
会

	

４
日	

責
任
役
員
会

	

６
日	

天
神
芸
術
村
開
催
、
出
世
梅
配
布

	

12
日	

責
任
役
員
就
任
奉
告
祭

	

15
日	

天
神
山
鍾
秀
台
前
広
場
北
側
法
面
で
放
火
に
よ
る
火
災

	

15
日
～
５
月
15
日	

合
格
御
礼
奉
告
祭

	

17
日	

敬
神
婦
人
会
役
員
会

	

20
日	

防
府
市
消
防
本
部
天
神
山
防
火
訓
練

	

21
日	

春
季
祖
霊
大
祭
、
天
と
て
屋
か
ふ
ぇ
９
年
間
の
営
業
終
了

	

22
日	

桜
開
花
宣
言

	

22
日
～
25
日	

新
人
巫
女
研
修

	

25
日	

春
祭
、
総
代
会
、
第
一
回
牛
替
神
事
発
展
会
議

	

27
日	

茶
筌
祭
（
※
華
月
会
茶
会
）

	

31
日	

御
神
忌
一
一
二
〇
年
御
正
祭
（
※
直
会
）

４
月
１
日	

新
入
学
児
童
勧
学
大
祭
稚
児
舞
奉
納

	

４
日
～	

客
殿
旧
受
付
改
修
工
事
開
始

	

10
日	

酒
垂
神
社
例
祭
、
菊
花
会
総
会
並
正
式
参
拝

	

12
日	

総
代
就
任
奉
告
祭

	

13
日	

役
員
総
代
就
任
奉
告
祭

	

15
日
～	

	

春
の
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
２
「
第
10
回
防
府
天

満
宮
大
石
段
花
回
廊
」約
７
０
０
鉢
設
置
（
５
月
８
日
迄
）

期
間
中
花
ガ
ラ
摘
み
等
奉
仕
：
敬
神
婦
人
会
、
佐
波
中

学
校

	

17
日	

毛
利
家
春
祭

	

18
日	

山
口
県
神
社
庁
正
副
庁
長
正
式
参
拝

	
	

一
一
二
五
年
式
年
大
祭
奉
賛
会
設
立
準
備
委
員
会

	

23
日	

	

春
の
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
２
天
神
お
ん
な
神
輿

の
会
説
明
会
、
歴
史
館
拝
観
再
開
、
歴
史
館
特
別
展

「
没
後
百
年
記
念
山
県
有
朋
展
」（
10
月
2
日
迄
）

	

24
日	

	

大
小
行
司
同
族
会
評
議
員
会
並
正
式
参
拝
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大

河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」大
江
広
元
役
栗
原
英
雄
氏

参
拝

	

24
～
25
日	

花
雅
会
グ
ル
ー
プ
花
展
（
芳
松
庵
）

	

25
日	

	

月
次
茶
会
並
花
展
花
雅
会
グ
ル
ー
プ
ご
奉
仕
、
第
一
回

神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
か
ふ
ぇ
開
催
、
第
二
回
牛
替
神
事
発

展
会
議
、
は
な
め
い
ろ
設
置
（
春
風
楼
前
広
場
）、
岡
山

県
内
宮
芳
田
学
区
参
拝
団
34
名
様
正
式
参
拝

	

27
日	

防
府
市
役
所
新
庁
舎
新
築
工
事
安
全
祈
願
祭

	

28
日	
広
島
県
修
道
高
校
二
年
生
２
７
３
名
学
業
成
就
祈
願
祭

	

29
日	

	
春
の
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
２
す
ご
い
ぞ
防
府
！

幸
せ
ま
す
パ
レ
ー
ド
（
時
代
行
列
、
お
手
廻
り
、
天
神

お
ん
な
神
輿
奉
仕
）雨
天
中
止
、
天
と
て
屋
か
ふ
ぇ

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
、
花
回
廊
限
定
朱
印
頒
布

５
月
１
日	

	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
鎌
倉
殿
の
13
人
」俳
優
山
本
耕
史
氏
、

横
田
栄
司
氏
、
迫
田
孝
也
氏
参
拝

	

３
日	

崇
敬
会
大
祭
並
総
会

	

６
日	

広
島
工
業
大
学
高
等
学
校
52
名
合
格
祈
願

	

８
日	

花
回
廊
プ
ラ
ン
タ
ー
販
売

	

13
日	

	

福
岡
県
太
宰
府
天
満
宮
崇
敬
会
日
田
連
合
会
46
名
正
式

参
拝

	

15
日	

	

金
鮎
祭
（
神
仏
合
同
奉
仕
）、
同
奉
祝
茶
会
裏
千
家
高
橋

宗
信
先
生
ご
奉
仕

	
	

大
小
行
司
同
族
会
総
会

	

19
日	

敬
神
婦
人
会
総
会
並
正
式
参
拝
、
会
計
監
査

	

22
日	

	

防
長
海
軍
忠
魂
碑
慰
霊
祭
並
奉
納
剣
道
大
会
、
青
年
部

若
梅
会
総
会
並
正
式
参
拝

	

23
日	

第
三
回
牛
替
神
事
発
展
会
議

	

27
日	

美
祢
市
立
大
嶺
中
学
校
74
名
合
格
祈
願

	

29
日	

御
神
幸
祭
供
奉
員
会
総
会
並
正
式
参
拝

当
宮
神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
会
で
は
「
ま
ほ
ろ
ば
か
ふ
ぇ
」と
称
し
、

毎
月
二
十
五
日
の
神
道
家
月
次
祭
に
併
せ
、
祖
霊
殿
に
て
茶
話

会
を
開
催
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
気

軽
に
親
睦
を
深
め
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
回
目
（
四

月
二
十
五
日
）は
、
野
村
芳
子
会
長
を
は
じ
め
十
名
の
会
員
に

ご
参
加
頂
き
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
「
コ
ロ
ナ
禍
で
閉
じ
こ

も
っ
て
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
気
晴
ら
し
に
な
っ
た
」「
こ
れ
に

参
加
す
る
の
が
私
に
と
っ
て
は
、
毎
月
の
お
墓
参
り
の
口
実
に

な
る
（
笑
）」な
ど
、
終
始
和
や
か
で
楽
し
い
「
か
ふ
ぇ
」と
な
り

ま
し
た
。
毎
月
二
十
五
日
（
三
月
・
九
月
は
春
秋
祖
霊
大
祭
の

為
あ
り
ま
せ
ん
）に
開
催
し
て
参
り

ま
す
の
で
、
神
道
家
以
外
の
方
も

お
気
軽
に
参
加
下
さ
い
。

「
ま
ほ
ろ
ば
か
ふ
ぇ
」
は
じ
め
ま
し
た
。

（
神
仏
合
同
祭
典
）を
斎
行
。
こ
の
祭
典

は
菅
公
左
遷
の
折
、
国
の
安
泰
を
願
い
、

菅
家
家
宝
「
金
の
鮎
十
二
尾
」を
周
防
国
分
寺
に
て
国
司
に
託

さ
れ
ま
し
た
。
金
鮎
祭
は
こ
の
故
事
に
因
む
も
の
で
、
祭
典
で

は
金
の
鮎
に
替
え
佐
波
川
漁
業
協
同
組
合
が
解
禁
前
に
特
別
に

捕
獲
し
た
若

鮎
十
二
尾
を

縁
あ
る
周
防

国
分
寺
住
職

と
共
に
宮
司

が
御
神
前
に

お
供
え
し
、

御
霊
を
お
慰

め
致
し
ま
し

た
。 金

鮎
祭

納
骨
殿
紹
介
動
画
は

当
宮
Ｈ
P
や
下
記
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も

ご
覧
頂
け
ま
す

委
員（
敬
称
略
・
順
不
同
）

嶋
本
博
、
脇
正
典
、
小
松
宗
介
、
杉
本
一
彦
、
喜
多
村
誠
、
中
村
顕
、
板
村
至
、
羽
嶋
秀
一
、

田
中
康
男
、
白
石
民
彦
、
山
田
拓
男
、
中
林
堅
造
、
山
根
耕
太
郎
、
宇
野
好
一
、
大
浜
悟
史
、

野
村
芳
子
、
岸
正
人
、
村
田
敏
夫（
以
上
責
任
役
員
）

防
府
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
会
長
・
防
府
商
工
会
議
所
副
会
頭
中
谷
泰
、
防
府
商
工
会

議
所
副
会
頭
中
村
元
彦
・
藤
本
晃
二
・
古
閑
謙
士

※来年は5年に1度の御神宝「金の鮎12尾」の公開を歴史
館にて行います。是非ご覧下さい。
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七
月
一
日
（
金
）～
七
日
（
木
） 

七
夕
ま
つ
り

祭
事
予
定

一
日
～
七
日　

回
廊
内
笹
飾
り
、
光
の
斎ゆ

庭に
わ

二
日　
　
　
　

シ
ャ
ボ
ン
玉
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
「
祈
泡
」、

　
　
　
　
　
　

七
夕
茶
会�

他

三
日　
　
　
　

筆
ま
つ
り
・
七
夕
書
道
展
表
彰
式

七
日　
　
　
　

七
夕
祈
願
祭　

祈
願
料
三
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
を
祈
り

　
　
　
　
　
　
「
国
家
安
泰
祈
願
祭
」

▲光の斎庭（傘玉）・祈泡-ki-bou-

※�

同
封
の
短
冊
に
お
願
い
事
を
書
い
て
ご
奉
納
く

だ
さ
い
。
神
職
、
巫
女
が
竹
笹
に
結
び
願
い
が

叶
う
よ
う
祈
念
し
ま
す
。

八
月
三
日
（
水
）～
五
日
（
金
） 

御
誕
辰
祭 

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

祭
事
行
事
予
定　

三
日
～
五
日　

万
灯
の
夕
べ
、
献
灯
・
文
芸
ぼ
ん
ぼ
り
・
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン�

他

三
日　

奉
納
清
書
展
奉
納
奉
告
祭
並
表
彰
式
、

　
　
　

万
灯
祭
、
剣
道
大
会

四
日　

豊
穰
祈
願
祭
、
古
武
道
大
会
、
柔
道

　
　
　

大
会
、
夫
婦
円
満
祈
願
祭

五
日　

御
誕
辰
祭
当
日
祭
、
少
年
剣
道
大
会
、

　
　
　

弓
道
大
会
、
大
花
火
大
会

▲大花火大会

▲献灯ぼんぼり（一灯 3,000円）

ご
奉
納
頂
け
る
方
に
は
要
項
を
お
送
り
致
し

ま
す
の
で
、
社
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

メ
ー
ル
ま
た
は
ご
郵
送
で
ご
返
信
願
い
ま
す
。

～
御
誕
辰
祭

　

献
灯
・
文
芸
ぼ
ん
ぼ
り
奉
納
の
お
願
い
～

六
月
三
十
日
（
木
） 

　

十
三
時
～
禍

わ
ざ
わ
い

除よ

け
祈
願
祭　

　

十
四
時
～
御
田
植
祭

　
　
　
　
　

並
び
に
輪
く
ぐ
り
神
事

　

十
六
時
～
夏
越
大
祓

▲輪くぐり神事
※同封の案内状をご覧いただきご

参加ください。

 
受
付
場
所 

客
殿　

初
穂
料 

三
千
円
よ
り

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
祭
事
に
付
帯
す
る
行
事
は
変
更
・
延
期
・
中
止
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

十
二
月
十
二
日
・
十
三
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
十
六
日 

大
祓
詞
浄
書
会
（
五
回
開
催
予
定
）

十
月
九
日
（
日
）　　
　
　
　

花
神
子
社
参
式

～
大だ
い

行ぎ
ょ
う

司じ

・
小こ

行ぎ
ょ
う

司じ

役
が
御
神
幸
祭
の
無
事
斎
行
を
祈
る
～

大だ
い

行ぎ
ょ
う

司じ

・
小こ

行ぎ
ょ
う

司じ

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
。
当
日
は
午
後
二
時
に
防
府
駅
前
を
出
発
。
愛
ら
し
い

稚
児
達
が
花
駕
籠
、
御
所
車
に
乗
り
、
大
名
行
列
を
思
わ

せ
る
奴
・
長
持
な
ど
お
供
に
従
え
て
行
列
を
組
み
、
本
陣

か
ら
天
満
宮
ま
で
の
約
一
、
八
㎞
を
社
参
し
ま
す
。

十
月
第
二
日
曜
日

十
一
月
二
十
六
日
（
土
）　　
　
　
　

御
神
幸
祭
（
裸
坊
祭
）

　
　
　

二
十
七
日
（
日
） 

報ほ
う

賽さ
い

祭さ
い

（
天
神
お
ん
な
神
輿
奉
納
）

～
菅
公
に
「
無
実
の
知
ら
せ
」を
お
伝
え
し

　
御
心
を
お
慰
め
す
る
壮
大
な
お
祭
り
～

寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）十
月
十
五

日
、
一
条
天
皇
の
勅
使
が
防
府
に

遣
わ
さ
れ
勅
使
降
祭
（
お
御
霊
を

慰
め
る
祭
典
）が
斎
行
さ
れ
、
初

め
て
天
皇
か
ら
「
無
実
の
罪
」が
奏

上
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
御

神
幸
祭
は
こ
の
勅
使
降
祭
を
起
源

と
し
、
そ
の
時
以
来
「
無
実
の
知

ら
せ
」を
伝
え
る
お
祭
り
と
し
て

連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
防
府
の
天

神
様
に
と
っ
て
崇
敬
の
源
と
な
る

最
も
重
要
な
お
祭
り
で
す
。 十

一
月
第
四
土
曜
日

▲日曜日の女祭 ▲土曜日の男祭

令
和
４
年

令
和
４
年  

夏
・
秋

夏
・
秋  

こ
れ
か
ら
の
祭
事
行
事

こ
れ
か
ら
の
祭
事
行
事

▲花神子（中央）と脇乗


