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菅
原
道
真
公
は
唐
の
詩
人
・
白
楽
天
と
並
び
称
さ
れ
ま
し
た
が
、
お
酒
を
好
む
白
楽
天
は
「
北
窓
三
友
」

の
詩
で
憂ゆ

う

悶も
ん

を
遣や

る
（
悩
み
苦
し
み
を
は
ら
う
）
手
立
て
と
し
て
酒
・
琴
・
詩
の
三
者
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
「
三

友
」
と
表
し
て
い
ま
す
。
一
方
道
真
公
も
「
秋
思
詩
」
の
中
で
そ
の
「
三
友
」
を
引
用
し
、
若
い
醍
醐
天
皇

に
仕
え
る
身
と
し
て
自
分
は
年
老
い
て
し
ま
い
充
分
に
君
に
お
応
え
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
憂
う
気

持
ち
を
白
楽
天
に
倣
い
、
酒
を
飲
み
、
琴
を
弾
き
、
詩
を
吟
じ
、
申
し
訳
な
さ
を
慰
め
た
い
と
詠
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
詩
を
お
作
り
に
な
っ
た
道
真
公
で
す
が
、
御
生
涯
の
中
で
お
酒
に
ま
つ
わ
る
話
は
あ
ま
り
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
と
も
と
道
真
公
は
酒
を
嗜
好
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
が
、

防
府
の
天
神
信
仰
で
は
〝
天
神
さ
ま
が
お
酒
を
振
舞
わ
れ
た
〟
と
い
う
お
酒
に
ま
つ
わ
る
酒
垂
神
社
創
建
の

伝
承
が
あ
り
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

菅
原
道
真
公
の
鎮
ま
る
こ
の
山
の
中
腹
に
巨
岩
が
あ
り
、
そ
の
岩
間
よ
り
清
水
が
湧
き
出
て
、
大
古
よ
り

里
の
人
々
に
飲
料
水
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

建
久
六
年（
一
一
九
五
）俊
乗
坊
重
源
上
人
が
奈
良
東
大
寺
再
建
の
成
就
は
松
崎
天
神
の
ご
加
護
に
よ
る
と
、

奉ほ
う

賽さ
い

の
為
に
御
社
殿
の
造
営
を
発
願
し
た
時
、
工
事
に
従
う
人
夫
達
が
こ
の
岩
水
を
飲
ん
で
渇
を
い
や
し
つ

つ
工
事
に
励
む
う
ち
、
い
つ
し
か
岩
の
水
が
芳
香
あ
る
美
酒
の
味
に
変
わ
り
ま
し
た
。
人
々
は
社
殿
造
営
を

喜
び
給
う
菅
公
の
ご
神
威
に
よ
る
も
の
と
驚
き
、
公
の
ご
神
徳
を
仰
い
で
山
を
酒
の
垂
れ
る
酒
垂
山
、
岩
を

酒
垂
岩
と
呼
び
、
そ
の
岩
を
祀
っ
て
祠
を
つ
く
り
酒
垂
神
社
と
称
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
以
来
事
業
繁
栄
・
商

売
繁
盛
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
ま
す
。＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

こ
の
伝
承
に
基
づ
く
祠
は
今
で
も
地
元
の
立
市
自
治
会
の
皆
さ
ん
に
よ
り
お
世
話
頂
き
お
守
り
し
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
平
成
十
六
年
八
月
に
は
老
朽
化
し
た
祠
を
立
市
自
治
会
と
防
府
天
満
宮
が
協
力
し
て
お
建
て

替
え
し
、
そ
の
上
で
こ
の
度
、
天
神
さ
ま
と
お
酒
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
よ
り
広
く
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
改

め
て
天
神
山
（
酒
垂
山
）
の
中
腹
よ
り
防
府
天
満
宮
表
参
道
に
移
設
お
祀
り
致
し
ま
し
た
。
祠
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
鳥
居
や
灯
篭
な
ど
で
き
る
限
り
の
も
の
を
移
築
し
ま
し
た
の
で
、
以
前
の
酒
垂
神
社
を
ご
承
知
の

方
々
も
馴
染
み
や
す
い
風
景
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

去
る
四
月
八
日
に
は
立
市
自
治
会
の
皆
さ
ん
を
始
め
、
多
く
の
参
拝
者
と
共
に
遷
座
祭
並
び
に
例
祭
を
斎

行
、
天
神
さ
ま
の
御
神
徳
を
称
え
つ
つ
芳
香
あ
る
美
酒
を
戴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

お
酒
を
振
舞
わ
れ
た
天
神
さ
ま

�

宮
司
　
鈴 

木 

宏 

明 
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私
は
天
満
宮
大
鳥
居
か
ら
五
十
ｍ
下
「
立
市
」
に
生
ま
れ
、
物

心
が
つ
い
た
頃
か
ら
天
神
様
を
遊
び
場
と
し
て
育
ち
ま
し
た
。
毎

年
四
月
の
第
二
日
曜
日
は
、
酒
垂
神
社
の
お
祭
り
で
立
市
中
の
お

年
寄
り
か
ら
子
供
達
す
べ
て
集
ま
り
一
日
中
、
花
見
や
余
興
で
楽

し
か
っ
た
思
い
出
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
昭
和
六
十
年
に
は
、
父

の
跡
を
継
ぐ
よ
う
な
形
で
氏
子
総
代
と
な
り
、
早
や
三
十
二
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。

昨
年
三
月
、
天
満
宮
よ
り
正
面
参
道
横
に
「
酒
垂
神
社
を
遷
座

さ
せ
て
は
ど
う
か
」
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
び
っ
く
り
し

ま
し
た
が
町
内
の
お
一
人
、
お
一
人
と
お
話
し
し
た
所
、
山
腹
へ

の
神
社
掃
除
・
神
事
・
維
持
等
、
地
区
の
高
齢
化
も
進
み
現
状
を

鑑
み
れ
ば
、
将
来
す
ぐ
近
く
に
あ
る
方
が
お
世
話
も
行
き
届
き
、

又
天
満
宮
の
新
し
い
発
展
と
賑
わ
い
が
生
ま
れ
る
の
な
ら
そ
れ
も

よ
い
の
で
は
…
と
の
意
見
が
ま
と
ま
り
全
員
一
致
で
遷
座
の
運
び

と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
「
水
の
神
様
」「
お
酒
の
神
様
」
そ
し
て
「
商
売

繁
盛
の
神
様
」
と
し
て
酒
垂
神
社
が
皆
様
に
親
し
ま
れ
、
天
満
宮

表
参
道
の
賑
わ
い
と
発
展
の
一
助
と
な
る
よ
う
心
よ
り
祈
念
致
し

ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

当
宮
で
は
か
ね
て
よ
り
表
参
道
の
整
備
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
こ
の
度
は
立
市
自
治
会
の
協
力
に
よ
り
天
神
山
か
ら
酒
垂
神
社
を
ご
遷

座
し
事
業
を
一
歩
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
天
満
宮
の
歴

史
を
踏
ま
え
、
地
域
の
皆
様
と
共
に
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▲表参道中段に移設鎮座された酒垂神社（写真右側）

▼立市地区の皆様が宮司を囲んで（宮司右側が岸氏） ▼来賓の皆様で奉祝の鏡開き。（酒樽は周南市山縣酒造様奉納）

酒さ
か

垂た
り

神
社
ご
遷
座
に
寄
せ
て 

立
市
地
区
代
表
（
防
府
天
満
宮
責
任
役
員
）　
岸
　
正
人

酒
垂
神
社
ご
遷
座

奉
祝
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本
年
二
月
十
七
日

歴
史
館
に
於
い
て
　

研
究
者
十
七
名
参
加

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
。

第
11
回
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
研
究
会
報
告

元
防
府
市
文
化
財
課
　
課
長
　
　  

 

吉よ
し

瀬せ

勝か
つ

康や
す 

氏

　
「
絵
巻
の
第
六
巻
に
は
防
府
の
風
景
が
描

か
れ
て
い
る
。
制
作
さ
れ
た
際
に
当
時
の
防

府
の
風
景
が
実
際
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か

と
度
々
議
論
に
あ
が
っ
て
い
る
が
、
近
世
以

前
の
防
府
を
描
い
た
絵
は
な
い
。
そ
こ
で
今

回
は
史
料
と
考
古
学
的
な
発
掘
調
査
か
ら
検

証
し
た
い
。
ま
ず
考
古
学
的
な
調
査
か
ら
防

府
は
佐
波
川
の
堆
積
に
よ
り
平
野
が
形
成
さ

れ
江
戸
時
代
の
干
拓
に
よ
り
今
の
地
形
と
な

っ
た
。
ま
た
国
府
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り

網
目
状
の
条
里
（
区
画
）
が
形
成
、
南
側
に

は
港
が
置
か
れ
た
事
が
わ
か
る
。
史
料
か
ら

は
南
北
朝
時
代
に
書
か
れ
た『
道
ゆ
き
ふ
り
』

と
い
う
日
記
に
、
防
府
天
満
宮
正
面
か
ら
港

に
向
か
う
一
本
の
道
、
み
た
ら
し
川
と
呼
ば

れ
る
川
と
そ
れ
に
架
か
る
橋
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
。」
な
ど
と
幾
つ
か
の
事
例
を
あ

げ
「
第
六
巻
の
風
景
は
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
時

代
の
風
景
と
矛
盾
が
な
い
。
絵
師
が
直
接
防

府
の
風
景
を
見
て
描
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
景
観
を
構
成
す
る
多
く
の
材
料
・
要

素
・
配
置
は
絵
師
の
頭
に
入
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

奈
良
国
立
博
物
館  

情
報
サ
ー
ビ
ス
室
長
（
彫
刻
担
当
） 

 

岩い
わ

井い

共と
も

二じ 

氏

　
「
本
州
最
西
端
に
位
置
す
る
長
門
国
・
周

防
国
（
山
口
県
）
の
仏
像
な
ど
の
仏
教
美
術

の
多
く
は
瀬
戸
内
海
側
に
偏
在
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
も
国
府
が
置
か
れ
た
防
府
と

長
府
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
。
仏
像
の
様
式

は
中
央
（
都
）
よ
り
九
州
や
朝
鮮
半
島
に
近

い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
『
九
州
系
』
と
呼
ば
れ

る
様
式
が
多
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

『
中
央
（
本
州
）』
の
様
式
が
多
数
で
あ
る
。

そ
の
要
因
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
も
の
と

し
て
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
六
巻
に
『
こ
の
地

未
だ
帝
土
を
は
な
れ
ず
』
と
い
う
詞
書
が
あ

げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
周
防
国
は
都
と
地
続
き

で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
、
地
理

的
に
九
州
や
朝
鮮
半
島
に
近
く
と
も
、
文
化

は
陸
続
き
の
中
央
と
繋
が
っ
て
い
る
、
そ
う

い
う
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

道
真
公
存
命
中
の
平
安
時
代
だ
け
で
な
く
時

代
が
下
っ
て
も
そ
の
影
響
（
※
獅
子
頭
）
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
こ
と
を
幾

つ
か
の
県
内
の
仏
像
を
例
に
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

「
中
世
前
期
の
防
府
の
景
観
」

「
周
防
地
方
の
宗
教
文
化
」

▶
※
獅
子
頭
［
重
要
文
化
財
　
当
宮
蔵
］　
正
し
ょ
う

平へ
い

十

年(

一
三
五
五)

修
理
の
銘
が
あ
り
そ
の
制
作
は
鎌

倉
時
代
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
似

た
獅
子
頭
が
愛
知
県
な
ど
各
地
に
あ
る
こ
と
か
ら

中
央
の
影
響
下
で
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

▲�「防府の向島」、条里のようにな水田、みたらし川（現在用水路）
と現在の欄干橋にあたる橋、防府天満宮から海へとつづく一本の道
などが伺える。
　【松崎天神縁起絵巻　第6巻　松崎社の繁栄】
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昭
和
二
十
五
年
六
月
、
私
は
、
消
防
団
本
部

長
を
し
て
い
た
義
兄
の
勧
め
で
消
防
士
と
な
っ

た
。
新
米
消
防
士
の
私
に
「
そ
の
出
来
事
」
は

起
こ
っ
た
。

当
直
日
の
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
四
日
午

前
一
時
頃
、
望ぼ
う

楼ろ
う 

（
鉄
骨
製
・
高
さ
約
十
八
ｍ

の
火
の
見
櫓や
ぐ
ら）
勤
務
の
隊
員
か
ら
「
天
神
様
の

方
か
ら
〝
ぼ
や
ー
っ
と
〟
火
が
見
え
る
ん
じ
ゃ

け
ど
」
と
下
の
電
話
当
番
に
連
絡
が
入
っ
た
。

当
時
の
防
府
消
防
署
（
創
立
五
年
目
で
署
長

以
下
四
十
三
名
（
現
在
の
三
分
の
一
程
度
だ
っ

た
と
記
憶
し
て
い
る
））
は
二
十
四
時
間
隔
日

勤
務
の
二
隊
編
成
で
実
質
人
員
十
六
名
前
後
。

昼
夜
を
問
わ
ず
望
楼
と
電
話
当
番
を
新
米
消
防

士
が
交
替
で
勤
務
し
、
夜
間
は
残
り
の
隊
員
が

仮
眠
を
取
っ
て
待
機
で
あ
っ
た
。

櫓
の
隊
員
は
天
満
宮
の
「
鳥
小
屋
の
よ
う
に

も
見
え
る
ん
じ
ゃ
が
」
と
。
当
時
は
、
高
い
建
物

は
無
く
、
市
中
を
見
渡
せ
た
が
、
何
せ
夜
中
で

双
眼
鏡
で
の
目
視
と
な
る
と
は
っ
き
り
見
え
な
か

っ
た
。
確
か
に
境
内
に
は
鳥
小
屋
が
あ
り
、
ま
さ

か
天
神
様
が
燃
え
て
い
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ

た
。
と
に
か
く
火
事
で
間
違
い
な
い
と
待
機
室
に

大
き
な
ベ
ル
を
鳴
ら
し
て
隊
員
を
起
こ
し
、
い
つ

も
通
り
に
支
度
を
整
え
た
こ
ろ
、
櫓
の
隊
員
が

声
を
荒
げ
「
鳥
小
屋
じ
ゃ
な
ー
わ
ー
！
天
神
様

じ
ゃ
ー
！
」
と
大
声
で
叫
ん
だ
。
す
ぐ
さ
ま
消

防
車
二
台
に
乗
り
込
み
、
手
回
し
の
サ
イ
レ
ン
を

鳴
ら
し
な
が
ら
天
神
様
に
向
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
天
神
様
前
の

道
路
は
水
路
工
事
で
い
つ
も
の
道
が
通
れ
な
い
。

慌
て
て
国
分
寺
が
あ
る
東
側
へ
回
り
天
神
様
を

目
指
し
た
。
ち
ょ
う
ど
国
分
寺
横
を
通
り
過
ぎ

る
あ
た
り
で
天
神
様
の
方
を
見
る
と
赤
々
と
し

た
炎
が
み
え
た
。
通
常
七
～
八
分
で
着
く
と
こ

ろ
を
回
り
路
で
十
～
十
五
分
も
か
か
っ
た
。

天
満
宮
の
東
門
そ
ば
に
消
防
車
を
止
め
、
門

を
こ
じ
開
け
す
ぐ
さ
ま
放
水
に
か
か
ろ
う
と
し

た
が
回
廊
内
は
火
の
海
、
火
の
勢
い
が
も
の
す

ご
く
中
に
入
れ
な
い
。
仕
方
な
く
外
よ
り
放
水

開
始
。
近
く
の
放
生
池
よ
り
タ
ン
ク
車
を
中
継

し
懸
命
に
消
火
に
当
た
っ
た
が
、
す
ぐ
に
池
の

水
が
無
く
な
る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ

た
。
一
方
、
消
防
署
で
は
火
災
出
動
と
同
時
に

望
楼
か
ら
市
内
に
響
く
一
斉
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら

し
、
署
の
非
番
要
員
・
市
内
消
防
団
十
四
分
団

へ
出
動
要
請
し
、
現
場
に
集
結
し
た
が
、
天
神

様
前
の
水
路
は
工
事
中
で
使
用
不
能
、
天
神
山

西
側
の
迫
戸
川
か
ら
中
継
に
中
継
を
重
ね
た
大

変
困
難
な
消
火
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
私
は

本
殿
裏
を
放
水
。
ご
本
殿
の
屋
根
が
「
炎
」
と

と
も
に
崩
れ
落
ち
る
中
、
座
像
ら
し
き
も
の
が

見
え
た
。
一
瞬
で
「『
天
神
様
』
が
燃
え
て
い

る
」
と
思
い
、
大
変
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
い

っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
懸
命
に
消
火
に

あ
た
り
、
明
け
方
に
よ
う
や
く
鎮
火
し
た
。
ふ

と
タ
ン
ク
車
を
見
る
と
熱
で
タ
ン
ク
の
塗
料
が

焼
け
て
い
た
。
と
に
か
く
火
の
勢
い
が
強
烈
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、「
天
神
様
」
は
当
時
の
鈴

木
健
一
郎
禰
宜
が
運
び
出
し
た
と
聞
い
て
安
堵

し
た
。
私
が
見
た
座
像
は
「
天
神
様
」
を
護
衛

す
る
随
身
だ
っ
た
よ
う
だ
。

実
は
、
そ
の
年
の
三
月
二
十
五
日
か
ら
四
月

十
五
日
ま
で
御
神
忌
千
五
十
年
大
祭
が
斎
行
さ

れ
た
。
そ
の
折
、
拝
殿
以
下
を
朱
色
に
塗
り
替

え
た
ば
か
り
で
、
そ
の
塗
料
が
禍
わ
ざ
わ
いし

て
火
の
回

り
が
早
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
い
つ
も

の
道
が
通
行
で
き
ず
到
着
ま
で
に
時
間
が
か
か

っ
た
こ
と
、
更
に
は
水
の
確
保
が
ま
ま
な
ら
な

い
悪
条
件
が
重
な
っ
た
こ
と
も
禍
と
な
っ
た
。

火
災
の
原
因
は
賽
銭
泥
棒
の
ろ
う
そ
く
で
あ

っ
た
と
い
う
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

＊　

あ
れ
か
ら
、
六
十
六
年
。
今
で
も
あ
の

「
炎
」
は
私
の
目
に
鮮
明
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

（
消
防
長
ま
で
務
め
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
退
職
）

寄 
稿 

│ 

古
老
が
語
る 

│ 

天
神
様
と
私
〔
1
〕

▶�

市
役
所
（
車
塚
町
）
の
す
ぐ
裏
に
あ
っ
た
防
府
消
防

署
（
昭
和
28
年
）
左
上
に
は
望
楼
が
見
え
る

崇
敬
者
総
代
　
由
川
　
昇
　（
大
正
十
五
年
生
）

「『
天
神
様
』
が

  

燃
え
て
い
る
」

筆者

義兄
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松
陰
が
歌
を
奉
納

吉
田
家
菩
提
寺
で
あ
る
萩
市
泉
福
寺
に
は
吉
田
松
陰
の
歌
稿

が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
防
府
天
満
宮
奉
納
」
と
題

さ
れ
た
次
の
二
首
（
一
首
は
後
半
欠
）
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
暁
ほ
の
ゝ
さ
さ
鳴
高
し
冬
の
梅

　
　
　
　
　
　

起
て
手
洗
ふ
水
涸
る
ゝ
潤
」

「
清
ら
か
に
卓
の
塵
を
は
き
の
け
て
（
以
下
欠
）」

こ
れ
は
草
稿
で
、
奉
納
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
清
書
は
残
念
な
が

ら
現
存
し
な
い
が
、
松
陰
と
防
府
天
満
宮
の
繋
が
り
を
裏
付
け

る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
松
陰
が
「
防
府

天
満
宮
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
実
は
江
戸
時
代
、
現
在
の

防
府
天
満
宮
に
は
決
ま
っ
た
名
称
は
無
く
、
天
満
宮
・
松
崎
天

満
宮
・
宮
市
天
満
宮
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、「
防
府
天
満

宮
」
は
少
数
派
だ
っ
た
（
正
式
な
社
号
に
な
る
の
は
昭
和
二
十

七
年
）。

鈴
木
高た
か

鞆と
も

・
岸
御み

園そ
の

と
の
交
流

松
陰
が
菅
公
に
対
し
、
崇
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
防
府
天
満
宮
祠
官
の
鈴
木
高
鞆
と
の
交

流
も
見
逃
せ
な
い
。
高
鞆
は
伊
勢
の
足あ

代じ
ろ

弘ひ
ろ

訓の
り

に
国
学
和
歌
を

学
ん
だ
学
者
で
、
研
究
熱
心
な
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。

松
陰
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
二
月
二
十
六
日
、
勤
王
僧

月げ
っ

性し
ょ
う（

清
狂
）
に
あ
て
た
手
紙
で
、「
防
府
の
天
満
宮
社
官
鈴

木
高
鞆
過よ
ぎ

ら
る
、
議
論
忼こ

う

慨が
い

、
一い

つ
に
こ
れ
を
国
風
に
寄
す
。
け

だ
し
尋
常
の
社
官
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
、
絶
賛
す
る
。
そ
し

て
「
上
人
（
月
性
）
の
世
の
緇し

流り
ゅ
う（

僧
侶
）
に
あ
ら
ざ
る
を
聞

く
や
、
一
見
し
て
志
を
論
ぜ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
高
鞆
の
希
望

を
知
ら
せ
、
両
者
を
引
き
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
松
陰
は
、
高
鞆
の
門
下
で
三
田
尻
に
住
む
岸
御
園
（
弥
平

次
）
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。「
毎
々
玄
関
迄
来
り
書
（
書
籍
）
を

長
州
藩
の
武
士
・
兵
学
者
・
松
下
村
塾
の
教
育
者
で
あ
っ

た
吉
田
松
陰
。
防
府
天
満
宮
神
職
・
国
学
者
で
あ
っ
た
鈴
木

高
鞆
。
同
じ
時
代
を
生
き
な
が
ら
違
う
世
界
で
生
き
て
い
た

二
人
を
巡
り
合
わ
せ
た
の
は
「
志
」
で
し
た
。
こ
の
「
志
」

が
結
ん
だ
二
人
の
交
流
に
つ
い
て
防
府
天
満
宮
歴
史
館
顧
問

一
坂
太
郎
氏
に
ご
寄
稿
頂
き
ま
し
た
。

維
新
一
五
〇
年
特
集
〔
2
〕

防
府
天
満
宮
と
吉
田
松
陰

▲吉田松陰肖像画
　（複製　春風文庫蔵）

▶�

防
府
天
満
宮
奉
納
の
字
が
伺
え
る
。（
記
録
集
萩
・
維
新
巡
礼

～
維
新
ゆ
か
り
の
寺
を
巡
る
よ
り
転
載
～
）

歴
史
館
顧
問
　
一
坂  

太
郎
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借
り
去
り
、
又
珍
籍
奇
書
を
貸
し
示
す
」
と
松
陰
は
述
べ
て
お

り
、
御
園
と
書
籍
の
貸
し
借
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

十
年
ほ
ど
前
、
私
は
松
陰
が
高
鞆
に
あ
て
た
短
い
手
紙
を
入

手
し
た
が
、
そ
れ
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
九
月
、
御
園
が

他
界
し
た
さ
い
の
お
悔
や
み
状
だ
っ
た
。

松
陰
は
「
一
人
の
聚
し
ゅ
う

書し
ょ

家か

を
失
ひ
、
亦
此
道
の
一
欠
事
」
と

嘆
く
。『
吉
田
松
陰
全
集
』
未
収
の
史
料
で
、
高
鞆
あ
て
の
松

陰
書
簡
は
こ
の
一
通
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

手
紙
は
軸
装
さ
れ
て
い
る
が
、
長
州
藩
重
役
だ
っ
た
天あ
ま

野の

謙け
ん

吉き
ち

に
よ
る
「
題
松
陰
先
生
手
簡
」
が
付
く
。「
元
治
五
年
（
明
治
元

年
・
一
八
六
八
）」
の
二
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
天
野
は
高
鞆
・

松
陰
・
御
園
を
「
勤
王
之
親
友
」
と
す
る
。
最
後
に
「
皇
軍
ま
さ

に
徳
川
賊
を
討
つ
、
天
下
の
愉
快
極
ま
る
」
と
あ
る
の
は
、
前

月
、
鳥
羽
・
伏
見
で
新
政
府
軍
が
旧
幕
軍
を
破
っ
た
こ
と
だ
。

「
蛙か
え
る」
が
キ
ー
ワ
ー
ド

高
鞆
と
松
陰
を
結
び
付
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
蛙
」
で
あ

る
。
松
陰
の
対
外
意
見
書
が
梁や
な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

を
通
じ
て
孝
明
天
皇
に

届
い
た
と
知
る
や
、
高
鞆
は
、

「
忍
び
て
は
鳴
く
と
は
す
れ
ど
雲
の
上
に

　
　
　
　
　
　
　

蛙
の
声
の
聞
え
け
る
か
な
」

と
詠
み
、
喜
ぶ
。「
蛙
の
声
」
と
は
本
来
、
下
ら
ぬ
議
論
や
下

手
な
文
章
の
意
味
だ
が
、
こ
の
場
合
は
相
手
が
「
雲
の
上
」
の

天
皇
な
の
で
謙
遜
し
て
い
る
の
だ
。

安
政
六
年
、「
安
政
の
大
獄
」
に
連
座
し
た
松
陰
は
、
幕
府

の
命
に
よ
り
駕か

籠ご

で
江
戸
に
送
ら
れ
る
。
道
中
で
詠
ん
だ
歌
を

集
め
た
『
涙る
い

松し
ょ
う

集し
ゅ
う』

に
よ
る
と
、
五
月
二
十
五
日
、
松
崎
天

満
宮
の
前
を
通
る
や
「
菅
公
廟
」
の
題
で

「
思
ふ
か
な
君
が
つ
く
し
の
こ
ゝ
ろ
し
は

　
　
　
　
　

賤
が
あ
づ
ま
の
旅
に
つ
け
て
も
」

と
詠
み
、太
宰
府
（
つ
く
し
）
に
流
さ
れ
る
菅
公
と
、関
東
（
あ

づ
ま
）
に
送
ら
れ
る
自
身
の
心
情
を
重
ね
た
。
つ
づ
い
て
高
鞆

の
家
の
前
を
通
り
、「
鈴
木
大
人
に
お
く
る
」
の
題
で

「
君
こ
そ
は
蛙
鳴
く
音
も
聞
き
わ
か
ん

　
　
　
　
　

公
の
た
め
に
か
お
の
が
た
め
に
か
」

と
詠
ん
だ
。
先
年
の
高
鞆
の
歌
に
対
す
る
、
返
礼
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
高
鞆
は

「
ひ
そ
み
て
も
鳴
と
は
す
れ
ど
天
に
さ
へ

　
　
　
　
　

蛙
の
声
の
き
こ
え
け
る
か
な
」

と
返
し
た
。

全
国
で
響
き
出
す
「
蛙
の
声
」
が
、
時
代
を
大
き
く
動
か
し

た
の
が
「
明
治
維
新
」
だ
。
そ
れ
は
、
松
陰
が
唱
え
た
「※

草そ
う

莽も
う

崛く
っ

起き

」
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
松
陰
は
同
年
十
月

二
十
七
日
、
江
戸
伝
馬
町
獄
で
刑
死
（
享
年
三
十
）。
そ
れ
か

ら
半
年
後
の
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
四
日
、
高
鞆
も
四

十
九
歳
で
他
界
。
二
人
と
も
新
し
い
時
代
を
そ
の
目
で
見
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

▲御国廻御行程記（山口県立文書館蔵）に描かれている江戸時代の天満宮。松陰は、江
戸に送られる際に天満宮の前で歌を詠んだ。左右に延びるのが山陽道

※�

草
莽
崛
起
　
松
陰
が
下
級
武
士
に
対
し
て
「
身
分
に
関
係
な
く
志
を
持
っ
た

人
々
が
一
斉
に
立
ち
上
が
り
、
改
革
を
成
し
遂
げ
よ
う
」
と
唱
え
た
思
想
。

▶�天野謙吉による「題松陰先生手簡」（春風文庫蔵）
　松陰書簡と一つの軸に表装されている
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TOPICS
幸せますフェスタおんなみこし連合渡御
祝・ギネス世界記録達成！

●�

第
十
回
研
修
旅
行
（
三
月
五
～
六
日
）

　

本
年
は
維
新
一
五
〇
年
に
あ
た
り
、
山
口
県

と
薩
長
同
盟
を
結
ん
だ
鹿
児
島
県
を
訪
問
。
正

式
参
拝
し
た
照
国
神
社
で
は
御
祭
神
・
島
津
斉な

り

彬あ
き
ら

公
よ
り
四
代
目
の
第
三
十
二
代
当
主
島
津

修の
ぶ

久ひ
さ

宮
司
様
に
ご
挨
拶
を
賜
り
、
南
洲
神
社
で

は
西
郷
隆
盛
と
薩
摩
の
志
士
達
の
墓
前
に
も
参

拝
し
ま
し
た
。
ま
た
、
西
南
戦
争
の
激
戦
地
・

城
山
で
は
、「
晋し

ん

ど
ん
、
晋し

ん

ど
ん
、
も
う
、
こ

こ
ら
で
よ
か
」
と
死
を
覚
悟
し
た
西せ

郷ご

ど
ん
の

最
後
の
言
葉
に
思
い
を
巡
ら
せ
、
今
も
変
わ
ら

ぬ
桜
島
を
後
に
し
ま
し
た
。

●
第
十
七
回
崇
敬
会
大
祭
（
五
月
一
日
）

　

本
年
は
、
四
十
七
名
参
列
の
も
と
に
斎
行
。

総
会
で
は
十
回
参
加
の
星
野
宏
様
、
光
元
ア
キ

ヱ
様
の
二
名
が
表
彰
さ
れ
、
そ
の
後
崇
敬
会
活

動
を
中
心
と
し
た
当
宮
の
一
年
間
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に

よ
り
報
告
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
鈴
木
宮
司
は

こ
の
度
神
社
本
庁
よ
り
、
神
職
身
分
浄
階
一
級

を
授
与
さ
れ
た
こ
と
に
「
長
年
に
亘
り
崇
敬
会

の
皆
様
の
お
支
え
の
賜
物
」
と
感
謝
の
言
葉
を

述
べ
ま
し
た
。

　幸せますフェスタおんなみこし連合渡御は、ＧＷに併せ
「防府天満宮天神おんな神輿」を中心に防府市を「おんな
みこしの聖地」として防府市を全国に発信しようと平成27
年より防府商工会議所が中心となり始められました。4回
目となる今年は4月29日、更に盛り上げようとギネス世界
記録（60基以上の神輿が間隔を開けずに100ｍパレードす
る）に挑戦。天神おんな神輿を始め、県内外のおんなみこ
し7団体、企業団体など全91団体、計100基・約1,800人が参
加しギネスは見事達成されました。

●
防
府
市
長
賞

　
「
団　

結
」

　
　

 

熊
毛
郡
平
生
町　

野
村　

和
彦

●
防
府
商
工
会
議
所
会
頭
賞

　
「
天
神
ス
マ
イ
ル
」

　
　

 

宇
部
市　

桶
田　

敏
治

●
防
府
市
観
光
協
会
会
長
賞

　
「
笑
顔
あ
ふ
れ
る
」

　
　

 

防
府
市　

於
土
井　

豊
昭

●
防
府
天
神
祭
振
興
会
奨
励
賞

　
「
祭
り
の
少
女
」

　
　

 

周
南
市　

久
原　

靖
史

 

（
敬
称
略
）

　

そ
の
他
入
選
作
品 

三
〇
点

　
　
　
　

応
募
総
数 

一
九
九
点

　

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
防
府
天
満
宮
賞

　
「
声 

心 

ひ
と
つ
に
」

　
　

 

防
府
市　
　

杉
本　

沙
耶

第
三
十
回
（
平
成
二
十
九
年
）

天
神
お
ん
な
神
輿
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

新
規
会
員
紹
介

　
　
　
　
　
　
　

 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
以
降

入
会
の
方
々
で
す
。（
敬
称
略
）

家
族
会
員	

　
　
　
　
　

  

武
田　

通　

防
府
市
八
王
子

　
　
　
　
　

  

兼
安
五
男　

防
府
市
新
田

　
　
　
　
　

  

岩
崎　

浩　

鳥
取
県
米
子
市

　
　
　
　
　

  

井
上
照
子　

周
南
市
戸
田

　
　
　
　
　

  

植
松　

昶　

防
府
市
国
衙

　
　
　
　
　

  

吉
松
伸
一
郎　

山
口
市
大
内
矢
田
南

個
人
会
員

　
　
　
　
　

  

古
城
明
枝　

防
府
市
警
固
町

　
　
　
　
　

  

岡
田
哲
夫　

山
陽
小
野
田
市

　
　
　
　
　

  

関　

勝
美　

防
府
市
平
和
町

　
　
　
　
　

  

清
水
忠
昭　

広
島
県
庄
原
市

※ 

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

▲照國神社正式参拝福田百合子会長以下26名参加
　島津宮司様（写真中央）、田原権宮司様（前列左）

●現在崇敬会には559家族1854名ご入会頂いております

▶
楼
門
前
で
行
わ
れ
た
認
定
式
。
認
定
書
を
掲
げ
る

　
喜
多
村
防
府
商
工
会
議
所
会
頭
（
写
真
中
央
）

8101号　さかたり



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
）

２
月�

１
日�

金
子　

敦
・
祐
子

�

10
日�

福
田　

侑
祐
・
美
江

�

11
日�

弘
中　

淳
一
・
史
子

�

17
日�

佐
々
木　

大
輔
・
彩
香

�
�

佐
々
木　

惇
也
・
明
子

３
月�

３
日�

河
本　

悠
規
・
里
紗

�

４
日�

竹
原　

隆
・
優
貴

�
�

德
永　

己
之
博
・
恵
子

�
�

坂
本　

龍
之
介
・
め
い

�

10
日�

石
本　

啓
太
・
茜

�
�

髙
野　

直
也
・
京
子

�
�

田
中　

陽
一
・
彩

�

17
日�

照
喜
名　

信
吾
・
友
香
子

�

18
日�

大
林　

祐
太
・
美
沙
枝

�
�

大
庭　

翔
大
・
智
代

�

24
日�

篠
原　

敬
一
郎
・
紗
矢
香

�

29
日�

用
殿　

正
和
・
翠

�

30
日�

檜
垣　

大
介
・
慶
子

４
月�

１
日�

賀
谷　

靖
彦
・
祐
子

�
�

山
口　

雄
大
・
彩
香

�

７
日�

垣
内　

雄
多
・
由
佳

�
�

阿
曽
沼　

和
義
・
潤
子

�

14
日�

内
藤　

孝
泰
・
加
奈

�

15
日�

内
山　

武
・
貴
子

�

21
日�

田
村　

祐
輔
・
祐
未

�

28
日�

宮
岡　

匠
・
有
紗

�
�

竹
中　

雅
俊
・
美
沙
子

�

29
日�

長
峰　

正
浩
・
有
佳

�

30
日�

廣
中　

聖
一
・
由
紀
恵

�
�

内
山　

舜
也
・
静
香

�
�

南
明　

莉
・
咲
恵

５
月�

２
日�

東
野　

惣
一
郎
・
朋
子

�

３
日�

藤
田　

洋
志
・
理
紗

�
�

𠮷
村　

良
豊
・
藍

�
�

磯
部　

邦
生
・
温
子

�

６
日�

竹
下　

茂
良
・
美
里

�

12
日�

渡
邊　

太
郎
・
恵
梨
香

�
�

桑
原　

健
人
・
美
佳

�

19
日�

金
子　

敦
・
博
子

�
�

野
尻　

義
智
・
明
日
香

�
�

長
谷　

俊
・
さ
や
か

「
わ
ぁ
！
き
れ
い
‼
」
と
参
拝
者

が
ス
マ
ホ
や
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を

向
け
た
先
に
あ
る
の
は
当
宮
表
参

道
大
石
段
を
彩
る
「
幸
せ
ま
す
」

の
花
文
字
で
あ
る
（
表
紙
写
真
）。

こ
の
花
文
字
は
「
防
府
天
満
宮

大
石
段
花
回
廊
」
と
い
う
催
し
で
、

五
月
連
休
（
防
府
市
で
は
幸
せ
ま

す
ウ
ィ
ー
ク
）
中
に
防
府
を
訪
れ

る
観
光
客
の
お
も
て
な
し
と
し
て

六
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
。
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、
防
府
商
工
会
議
所

が
中
心
と
な
り
、
花
づ
く
り
に
は

県
立
農
業
大
学
校
、
デ
ザ
イ
ン
は

山
口
大
学
、
設
置
は
防
府
市
・
造

園
組
合
や
防
府
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ

ョ
ン
協
会
、
花
が
ら
摘
み
は
市
内

の
中
学
生
や
高
校
生
・
当
宮
敬
神

婦
人
会
等
、
様
々
な
人
の
陰
の
協

力
が
絶
大
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
レ
ン
ズ
を

向
け
る
歓
喜
の
姿
に
実
行
委
員
も

当
初
よ
り
催
し
に
携
わ
る
私
も
苦

労
が
報
わ
れ
る
。

こ
れ
か
ら
も
幸
せ
ま
す
ウ
ィ
ー

ク
に
防
府
を
訪
れ
る
多
く
の
方
々

に
防
府
天
満
宮
「
花
回
廊
」
が
親

し
ま
れ
る
よ
う
地
域
一
体
と
な
っ

て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。

ひ
た
ぶ
る

権
禰
宜　

村
松
大
樹

境
内
に
総
合
休
憩
所〝
紅
梅
殿
〟オ
ー
プ
ン
！

　
防
府
天
満
宮
紅
梅
殿
は
直
営
の
お
食

事
・
お
土
産
処
更
に
「
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
」

を
備
え
た
総
合
休
憩
所
と
し
て
、
本
年

三
月
二
十
五
日
、
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

致
し
ま
し
た
。
お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ

い
。
今
後
は
各
種
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
オ
ー
プ
ン
を
機
に
山
口
大
学
と
提
携
。
標

記
を
テ
ー
マ
に
、
学
外
で
初
め
て
山
大
グ
ッ

ズ
を
販
売
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
商
品

に
は
、
コ
ク
ヨ
と
共
同
開
発
し
た
山
大
ノ
ー

ト
、
山
大
饅
頭
や
ヤ
マ
ミ
ィ
の
ぬ
い
ぐ
る
み

な
ど
を
取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
。

　
又
、
山
大
農
学
部
付
属
農
場
で
育
て
た
米

を
使
用
し
た
清
酒
「
長
州
学
舎
」
も
販
売
し

て
お
り
ま
す
。

「
山
大
グ
ッ
ズ
で

　
　
　
学
業
成
就
」

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、
総
代
他
関
係
者

が
参
集
の
中
、
山
口
大
学
岡お

か

正ま
さ

朗あ
き

学
長
（
写
真
左
）

よ
り
祝
辞
、
鈴
木
宮
司
の
挨
拶
に
続
き
、
山
大
の
マ

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ヤ
マ
ミ
ィ
」
が
、
山
大

グ
ッ
ズ
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

住 防府市松崎町14-1　　10：00～15：00
不定休

0835-23-7700
営

休

●芳松庵●
大専坊

紅梅殿 参集殿参集殿
●梅林
P

歴史館歴史館
春風楼春風楼

客殿客殿
本殿
拝殿
本殿
拝殿

楼門

防府天満宮

9 さかたり　101号



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
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
）

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 

弓
始
式

 

９
日 

山
口
宇
部
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

 

10
日 

岩
国
錦
帯
橋
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

 

11
日 

 

貞
宮
遙
拝
式
、
鳥
取
空
港
受
験
合
格
祈
願
大
絵
馬
設
置

 

12
日 

 

役
員
就
任
奉
告
祭
、
米
子
空
港
受
験
合
格
祈
願
大

絵
馬
設
置

 

17
日 

役
員
就
任
奉
告
祭

 

18
日 

梅
開
花
宣
言

 

26
日 

役
員
会

 

25
日 

月
次
茶
会
表
流
長
崎
清
流
会
ご
奉
仕

 

31
日 

愛
知
県
神
社
庁
西
尾
幡
豆
支
部
70
名
様
正
式
参
拝

２
月	

２
・
３
日	

節
分
祭
並
び
に
第
一
〇
七
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
神
牛
役
当
籤
者
神
牛
引
き
渡
し

 

11
日 

 

紀
元
祭
（
建
国
祭
）、
人
形
感
謝
祭
人
形
受
付
開
始

 

12
日 

第
41
回
防
府
お
針
祭

 
13
日 

徳
島
県
神
社
庁
鳴
門
支
部
６
名
様
正
式
参
拝

 
17
・
18
日 

第
十
一
回
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
研
究
会

 
17
日
～
３
月
５
日　

全
国
陶
器
市
（
梅
林
駐
車
場
）

２
月	

18
日
～
３
月
４
日	

第
十
三
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
）

 

　
　

18
日 
梅
ま
つ
り
始
祭
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納

 

　
　

23
～
25
日 

 
池
坊
防
府
支
部
奉
納
生
花
展
、
脇
本
定
三

追
悼
展
、
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fiore
～
ア
ナ
タ
ニ
ハ
ナ
ヲ
～
、
平
井
佳

世
布
小
も
の
作
品
展

 

　
　

25
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

 

３
月
４
日 

文
化
講
演
会
当
宮
歴
史
館
顧
問
一
坂
太
郎
氏

３
月 

１
日 

人
形
感
謝
祭

 

１
～
５
日 

人
形
里
親
探
し

 

２
日 

役
員
会

 

３
日 

安
場
幸
子
様
桜
苗
木
二
十
本
奉
納

 

５
・
６
日 

崇
敬
会
旅
行
（
鹿
児
島
県
照
国
神
社
・
南
洲
神
社
）

 

15
日
～
５
月
31
日　

合
格
御
礼
奉
告
祭

 

15
日 

 

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

安
全
祈
願
祭

 

21
日 

春
季
祖
霊
大
祭

 

24
日 

市
四
季
の
花
構
想
記
念
植
樹
祭

日  

誌  

抄
（
平
成
三
十
年
）

を
斎
行
。
御
祭
神
「
菅
原
道
真
公
」
の

薨こ
う

去き
ょ

日
に
あ
た
り
、
公
を
偲
び
平
安
時

代
の
お
食
事
を
お
供
え
し
、
御
神
霊
を
お
慰
め
し
ま
し
た
。

が
行
わ
れ
、梅
花
祭
を
始
め
期
間
中
、

人
形
感
謝
祭
等
様
々
な
諸
行
事
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

牛
替
神
事
で
は
、今
秋
御
神
幸
祭
「
神
牛
役
」
が
以
下
の
通
り
決
定
。

　
　

牝
牛　

防
府
市
牟
礼　

田
谷　

斗
希
也　

氏

　
　

牡
牛　

防
府
市
田
島　

清
水　

興
亜　
　

氏

御ご

正
し
ょ
う

祭さ

い

梅
ま
つ
り

節
分
祭

▲［人形感謝祭］　長年可愛がってきた人形をお祓いした後、
希望者に里親として引き取って頂いた。

▲［梅花祭］　役員総代が見守る中、市内の小学生らが
　御神前に稚児舞「紅わらべ」を奉納した。

▲歳男歳女37名が熊本県の営業部長「くまモン」
他ゆるキャラ等と共に豆撒き奉仕

▲本年よりご奉仕の「日本料理中しま」の
中島英晶氏（写真提供：ほうふ日報）

▲お供えした平安時代のお食事（一部）
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24
・
25
日 

月
次
花
展
池
坊
花
雅
会
奉
納

 

25
日 

 

春
祭
、
総
代
会
、
紅
梅
殿
O
Ｐ
セ
レ
モ
ニ
ー
山
口

大
学
コ
ラ
ボ
記
者
発
表
、
月
次
茶
会
池
坊
花
雅
会

ご
奉
仕

 
 

天
神
お
ん
な
神
輿
三
十
周
年
記
念
祝
賀
会

 

27
日 

防
府
天
満
宮
勝
ち
牛
杯
氏
子
対
抗
ゴ
ル
フ
大
会

 

20
日 

桜
開
花
宣
言

 

28
日 

 

清
掃
奉
仕
ピ
ノ
ッ
キ
ー
ス
パ
テ
ィ
オ
防
府
店
９
名
様

	

31
日	

御
神
忌
一
一
一
六
年
御
正
祭

４
月 

１
日 

 

新
入
学
児
童
勧
学
大
祭
稚
児
舞
紅
わ
ら
べ
奉
納
、

茶
筌
祭
、
華
月
会
茶
会
、
紅
梅
殿
正
式
開
店

 

７
日 

防
府
菊
花
会
総
会
並
び
正
式
参
拝

 

８
日 

酒
垂
神
社
遷
座
祭
並
び
例
祭
併
せ
奉
祝
行
事

 

10
日 

北
九
州
予
備
校
約
１
８
０
名
合
格
祈
願
祭

 

18
日 

植
樹
奉
納
奉
告
祭
中
島
桜
様
誕
生
記
念

 

19
日 

 

千
年
の
ま
ち
ほ
う
ふ
幸
せ
ま
す
ウ
ィ
ー
ク
２
０
１

８
「
第
六
回
防
府
天
満
宮
大
石
段
花
回
廊
」
約
８

０
０
鉢
設
営
（
５
月
６
日
ま
で
）
期
間
中
清
掃
・

花
ガ
ラ
摘
み
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
奉
仕
佐
波
中
学
校

様
、
防
府
天
満
宮
敬
神
婦
人
会
様

 

22
日 
 

兵
庫
県
神
社
庁
小
野
市
加
東
市
神
社
総
代
会
１
２

３
名
様
正
式
参
拝
、天
神
お
ん
な
神
輿
説
明
会（
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ア
サ
イ
チ
密
着
取
材
）

 

25
日 

 

月
次
茶
会
裏
千
家
小
松
田
宗
泉
先
生
ご
奉
仕
、

 
 

防
府
市
立
市
地
区
正
式
参
拝

 

27
日 

広
島
工
業
高
校
39
名
様
合
格
祈
願
祭

 

29
日 

 

第
四
回
「
春
の
幸
せ
ま
す
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
８
」

お
ん
な
み
こ
し
連
合
渡
御
神
輿
奉
納
、
毛
利
家
春
祭

５
月 

１
日 

崇
敬
会
大
祭

5
月	

１
～
５
日	

	

千
年
の
ま
ち
ほ
う
ふ
幸
せ
ま
す
ウ
ィ
ー
ク
２
０

１
８
「
お
茶
と
灯
り
の
コ
ン
サ
ー
ト
」
於
茶
室

芳
松
庵

 

　
　

１
日 

 

出
演
「
現
代
風
民
謡
ユ
ニ
ッ
ト
～N

EO
-

BA
LLA

D

」

 
　
　

２
日 

 

出
演
「
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
夕
べ
～
松
崎
雅
子
＆
脇

淵
陽
子
」

 

　
　

３
日 

出
演
「R&

B

ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ーV

iV
i

」、

 
 

「
夜
茶
会
～
表
流
華
松
会
ご
奉
仕
～
」

 

　
　

４
日 

 
出
演
「
ソ
レ
イ
ユ
ト
リ
オw

ith

ハ
タ
ス
～
新
緑

の
雅
奏
」

 

　
　

５
日 

出
演
「
雅
会
～
邦
楽
演
奏
会
～
」

 

６
日 

花
回
廊
プ
ラ
ン
タ
ー
販
売

 

９
日 

広
島
県
敬
神
婦
人
会
61
名
様
正
式
参
拝

	

15
日	

	

神
仏
合
同
金
鮎
祭
、
黄
金
の
鮎
十
二
尾
特
別
公
開

金
鮎
祭
茶
会
裏
千
家
高
橋
宗
信
先
生
ご
奉
仕

 

17
日 

 

防
府
天
満
宮
青
年
部
若
梅
会
総
会
並
び
正
式
参
拝
、

敬
神
婦
人
会
総
会
並
び
正
式
参
拝

 

18
日 

国
交
省
観
光
庁
観
光
地
域
振
興
部
長
米
村
猛
氏
参
拝

 

22
日 

会
計
監
査

 

20
日 

 

防
長
海
軍
慰
霊
祭
並
び
に
奉
納
剣
道
大
会
、
防
府

天
満
宮
神
道
家
ま
ほ
ろ
ば
会
研
修
旅
行
（
下
関
市

櫻
山
神
社
）

 

25
日 

月
次
茶
会
表
流
山
本
百
次
会
ご
奉
仕

 

27
日 

防
府
天
満
宮
供
奉
員
会
総
会
並
び
正
式
参
拝

 

31
日 

役
員
会

（
神
仏
合
同
奉
仕
）
を
斎
行
。
佐
波
川

漁
業
組
合
が
解
禁
前
に
特
別
に
捕
獲
し

た
若
鮎
十
二
尾
を
御
神
前
に
供
え
、
御
神
慮
を
お
慰
め
致
し
ま

し
た
。
こ
の
祭
典
は
菅
公
左
遷
の
折
、
こ
の
国
の
隆
昌
を
祈
っ

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

に
託
さ
れ
た
故
事
に
因
む
も
の
で
、
今
年
は
、
五
年
ぶ
り
に

「
金
の
鮎
」
十
二
尾
が
歴
史
館
で
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

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
。

奉
納
品	

ご
奉
納
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た

12
月
21
日　

車
椅
子　

二
台 

㈱
サ
ニ
ク
リ
ー
ン
中
国
様

3
月
3
日　

桜
苗
木
二
十
本 

安
場
幸
子
様

3
月
25
日　

桜　

木　

一
本 

中
島　

桜
様

境
内
清
掃
奉
仕	

ご
奉
仕
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

3
月
28
日　

 

ピ
ノ
ッ
キ
ー
ス
パ
テ
ィ
オ
防
府
店
様

責
任
役
員
就
任
の
ご
紹
介�

（
敬
称
略
）

中
村　
顕　
　

一
月
十
二
日
付

潮　
　
貞
男　
一
月
十
七
日
付

新
入
職
員
紹
介

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

金
鮎
祭

お
茶
と
灯
り
の
コ
ン
サ
ー
ト▲1日の現代風民謡ユニット「ネオバラッド」

▲特別公開された「金の鮎」

▲宮司と国分寺副住職が若鮎を御神前に供えた

巫
女

國
弘
愛
結

（
防
府
市
出
身
）

巫
女

三
尾
奈
穂

（
防
府
市
出
身
）
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献灯ボンボリ献灯ボンボリ

万灯の夕べ万灯の夕べ

平成30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
　午
後
二
時

夏
越
大
祓
　午
後
四
時

花
神
子
社
参
式

 

祭
事
行
事
予
定

　
　一
日
〜
七
日

　光
の
斎
庭(

牛
乳
パ
ッ
ク
灯
篭
と
傘
玉
ア
ー
ト)

　
　一
日

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

　
　七
日

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

　
　
　
　
　
　
　
　山
口
の
日
本
酒
利
き
酒
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　七
夕
祈
願
祭

　祈
願
料
：
二
〇
〇
〇
円

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

七
夕
ま
つ
り

御
誕
辰
祭

六
月
三
十
日（
土
）

七
月
一
日（
日
）〜
七
日（
土
）

八
月
三
日（
金
）〜
五
日（
日
）

十
　
月
　
十
四
日（
日
）

御
神
幸
祭（
裸
坊
祭
）

十
一
月
二
十
四
日（
土
）

報
賽
祭（
天
神
お
ん
な
神
輿
奉
納
）

　
　
　
二
十
五
日（
日
）

大
祓
詞
浄
書
会
（
四
回
開
催
予
定
）

十
二
月
中
旬

ゆ
に
わ

き

三
日
〜
五
日

　万
灯
の
夕
べ
、
献
灯
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

三
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

四
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)

五
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

祭事行事
予　　定

～御誕辰祭献灯のお願い～
会社・団体名・個人名入り致します。

初穂料：１灯につき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。

ほ
う
さ
い
さ
い

※同封の短冊にお願い事を書いてご奉納ください。
また【光の斎庭】の牛乳パック灯篭も併せて募集して
おります。作り方は防府天満宮ホームページをご覧い
ただくか、右記のQRコードをスマートフォンで読み
取ってください。

▲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。

▲御田植祭
※神事終了後、早乙女役の巫女が植えた
苗を競って持ち帰り、自身の水田の害
虫・病気除けとします

時
　
　間
：
十
時
〜
十
五
時（
予
定
）

会
　
　場
：
御
殿
・
お
茶
室（
茶
室
の
一
室

を
貸
し
切
っ
て
行
な
い
ま
す
）

玉
　串
　料
：
一
万
円

　

　
　
　
　
　

※

昼
食
は
料
亭「
中
し
ま
」の
特

別
料
理
を
用
意
い
た
し
ま
す

募
集
人
数
：
一
日 

限
定
四
名（
先
着
順
）

浄
書
は
筆
で
書
い
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、薄

墨
印
刷
で
下
書
き
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
簡

単
に
書
き
写
せ
ま
す（
筆
は
お
持
ち
帰
り
い

た
だ
け
ま
す
）

※

日
程
は
決
定
次
第
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。詳
し
く
は
社
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

お茶室にて浄書お茶室にて浄書

御殿にて大祓詞を奏上御殿にて大祓詞を奏上
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