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北
野
天
満
宮
の
由
来

8月4日、例祭に巫女4名が初めて神楽舞「紅わらべ」を奉納。平成14年、菅公五歳の御歌「美しや紅の色なる梅の花 あこが
顔にもつけたくぞある」に全国天満宮梅風会が元宮内庁楽師の芝祐靖氏に作曲・作舞を依頼し、作られた新しい巫女舞。

表紙写真説明　神楽舞「紅わらべ」奉納

　

当
宮
は
御
祭
神
に
菅
原
道
真
公
︵
菅
公
︶
を
お
祀
り
し
た
全
国
の
天
満
宮
・
天
神
社
約
一
万
二
千
社
の
宗
祀
︵
総
本
社
︶
の
神
社
で
す
。

　

天
神
信
仰
発
祥
の
社
と
し
て
今
か
ら
千
年
余
り
前
の
村
上
天
皇
天
暦
元
年
︵
九
四
七
︶
六
月
九
日
、
御
神
託
に
よ
り
平
安
京
の
乾
の
地
に
あ
た
る

北
野
に
御
鎮
座
致
し
ま
し
た
。

　

天
徳
三
年
︵
九
五
九
︶
右
大
臣
藤
原
師
輔
卿
が
御
社
殿
を
造
営
、
一
條
天
皇
に
よ
り
北
野
祭
は
官
祭
に
与
り
、﹁
北
野
天
満
宮
天
神
﹂
の
神
号
を
賜
り
、

さ
ら
に
朝
廷
・
皇
室
の
崇
敬
を
受
け
二
十
二
社
に
加
列
、
臣
下
と
し
て
初
め
て
官
幣
中
社
に
列
格
さ
れ
国
家
鎮
護
・
皇
城
鎮
護
の
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

寛
弘
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶
、
一
條
天
皇
が
は
じ
め
て
行
幸
さ
れ
る
に
及
び
、
以
来
歴
代
天
皇
の
行
幸
も
二
十
数
度
に
亘
り
、
将
軍
家
や
有
力
大
名
の

崇
敬
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

文
道
大
祖
・
風
月
本
主
と
崇
め
ら
れ
た
菅
公
は
、
和
魂
漢
才
の
精
神
で
誠
の
心
を
以
っ
て
学
問
に
勤
し
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
学
問
を
は
じ
め
芸
能
・

農
耕
・
厄
除
け
・
至
誠
・
冤
罪
を
晴
ら
す
神
と
し
て
奉
祀
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菅
公
は
、
千
有
余
年
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
人
々
の
心
の
支
え
と
な
る
神
と
し
て
、
各
時
代
の
社
会
構
造
と
相
ま
っ
て
篤
い
崇
敬
を
う
け
、
庶
民
・

一
般
に
至
る
ま
で
﹁
天
神
さ
ま
﹂
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
菅
公
が
生
涯
一
貫
さ
れ
た
﹁
誠
の
心
﹂
は
、
日
本
人
の
感
性
と
し
て
現
在
に
も

生
き
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
御
社
殿
は
慶
長
十
二
年
︵
一
六
〇
七
︶
豊
臣
秀
吉
公
の
遺
命
を
受
け
た
豊
臣
秀
頼
公
の
造
営
で
、
八
棟
造
と
い
う
豪
壮
な
建
築
様
式
を
誇

り
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菅
公
の
御
神
霊
を
祀
る
北
野
天
満
宮
は
、
御
墓
所
・
太
宰
府
天
満
宮
と
共
に
全
国
天
満
宮
の
宗
祀
と
称
さ
れ
、
日
本
文
化
の
礎
、
学
問
の
神
・
天

神
信
仰
と
し
て
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
】

平
安
京
の
乾
（
北
西
）
に
位
置
す
る
北
野

の
地
・
天
門
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
星
欠
け
の

三
光
門
（
三
辰
信
仰
）
か
ら
星
梅
鉢
を
北

極
星
と
捉
え
た
星
の
軌
道
と
、
神
社
の
象

徴
で
あ
る
一
の
鳥
居
を
描
き
、
北
野
天
満

宮
の
信
仰
的
特
徴
を
捉
え
た
マ
ー
ク
。



　

こ
の
度
、
平
成
三
十
九
年
に
行
わ
れ
る
千
百
二
十
五
年
半
萬
燈
祭
の
折
り
返
し
時
点
と

し
て
、
一
昨
年
よ
り
平
成
の
大
改
修
と
銘
打
ち
、
境
内
整
備
工
事
並
び
に
神
徳
宣
揚
、
文

化
発
信
の
諸
行
事
活
動
を
実
施
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

祭
典
︵
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
︶
の
再
興
、
会
報
﹃
天
満
宮
﹄
の
季
刊
発
行
、
北
野
教
学

の
発
揚
と
し
て
、
天
満
宮
の
平
安
京
乾
の
天
門
の
位
置
づ
け
、
平
安
京
文
化
ひ
い
て
は
日

本
文
化
の
礎
と
し
て
の
天
神
信
仰
の
再
考
・
宣
揚
等
を
推
し
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

北
野
の
右
近
馬
場
に
一
夜
の
中
に
数
千
本
の
松
が
生
じ
、
そ
の
地
に
神
殿
を
建
立
し
天

満
天
神
と
崇
め
奉
っ
た
の
が
北
野
天
満
宮
鎮
座
の
由
来
で
あ
り
、
古
来
よ
り
景
勝
の
地
で

も
あ
り
ま
し
た
北
野
松
原
一
帯
は
、
日
本
の
文
化
史
に
輝
く
豊
臣
秀
吉
の
北
野
大
茶
湯
の

開
催
、
田
楽
・
能
・
狂
言
・
歌
舞
伎
を
始
め
種
々
の
芸
能
の
場
と
し
て
度
々
登
場
し
て
お

り
ま
す
。

　

今
回
の
事
業
と
し
て
北
野
松
原
の
景
観
を
再
現
す
べ
く
、
参
道
両
側
に
松
を
植
栽
す
る

こ
と
に
よ
り
、
一
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
影
向
松
を
拝
し
、
整
然
と
並
ん
だ
松
並
木
の
参
道

を
進
み
楼
門
、
御
本
殿
へ
と
新
た
な
雰
囲
気
で
向
か
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
は
千
百
年
大
萬
燈
祭
に
引
き
続
き
天
満
宮
講
社
︵
千
玄
室
会
長
︶
に
よ
る
史
跡
御

土
居
の
整
備
事
業
と
合
せ
、
境
内
整
備
と
し
て
紅
梅
殿
・
末
社
の
移
転
、
牛
舎
の
移
転
、

広
場
・
庭
園
の
整
備
、
さ
ら
に
神
社
会
館
︵
仮
称
︶
の
建
設
等
々
、
順
次
工
事
を
行
っ
て

い
く
予
定
で
あ
り
、
完
成
の
暁
に
は
、
境
内
の
様
相
も
一
新
致
し
、
ご
参
拝
の
皆
様
を
お

迎
え
致
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
参
拝
の
皆
様
に
は
、
完
成
ま
で
の
間
色
々
ご
迷
惑
、
ご
不
便
を
お
か
け
致
し
ま
す
が
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

ご
挨
拶　
　

千
百
二
十
五
年
半
萬
燈
祭
に
向
け
、
﹃
平
成
の
大
改
修
﹄
境
内
整
備
に
つ
い
て

北
野
天
満
宮

　

宮 

司　

橘　

重
十
九



京
都
大
学
名
誉
教
授　
　

上
田 

正
昭

天
神
祭

　

大
阪
の
天
満
宮
が
何
で
有
名
か
と
言
う
と
、
お
祭
り
で

す
。
に
ぎ
や
か
な
お
祭
り
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
日
本

三
大
祭
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
江
戸
の
神
田
祭
、

京
都
の
祇
園
祭
、
大
阪
の
天
満
宮
の
天
神
祭
。
こ
の
三
つ

が
江
戸
の
三
大
祭
り
と
申
し
ま
す
。

　

私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
三
井
財
閥
の
三
井
で
す
。
江

戸
時
代
の
三
井
家
は
、
店
を
江
戸
と
京
都
と
、
大
阪
に
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、
三
井
が
天
神
講
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。
三
井
家
が
天
神
さ
ま
を
祭
る
講
社
を
つ
く
っ
て
い

る
ん
で
す
。
有
力
商
人
の
信
仰
の
対
象
に
大
阪
の
天
満
宮

が
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
菅
原
道
真
公
の
ご
先
祖
の
ふ
る
さ
と
は
、
最
初

に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
河
内
国
志
紀
郡
土
師
ノ
里
。

現
在
の
藤
井
寺
市
の
土
師
ノ
里
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
阪

に
は
天
満
宮
が
、
道
真
公
の
先
祖
の
ふ
る
さ
と
の
関
係
も

あ
っ
て
数
多
く
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
の
天
神
祭
を
支
え
て
い
る
人
々
は
、
土
地
の
つ
な

が
り
の
地
縁
の
組
織
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
ど
ん
ど
こ
船

講
と
い
う
講
社
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
か
つ
て
は
三
十
八

の
講
社
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
先
ほ
ど
寺
井
宮
司
さ
ん

に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
い
ま
は
三
十
三
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

企
業
関
係
の
講
社
が
多
い
ん
で
す
ね
。
企
業
組
織
型
の

講
社
が
三
つ
あ
る
。
そ
し
て
同
業
業
種
の
皆
さ
ん
の
講
社

が
十
社
あ
り
ま
す
。
大
阪
の
天
神
信
仰
は
大
阪
商
人
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
育
ま
れ
て
き
た
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

大
和
魂

　

先
ほ
ど
一
條
天
皇
に
関
連
し
ま
し
て
『
源
氏
物
語
』
の

お
話
を
致
し
ま
し
た
が
、『
源
氏
物
語
』
の
乙
女
の
巻
に
は
、

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
才

を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
い
ら
る
る
か
た

も
強
う
侍
ら
め
」。
素
晴
ら
し
い
言
葉
で
す
。
大
和
魂
と
い

う
漢
字
の
用
語
が
日
本
の
文
献
で
最
初
に
出
て
く
る
の
は

『
源
氏
物
語
』
で
す
。
こ
れ
は
私
が
確
実
に
調
べ
ま
し
た
か

ら
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
中
の
軍
国
精
神
の
代
名

詞
と
し
て
の
大
和
魂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
紫
式
部
の
言
う

大
和
魂
は
、
日
本
人
と
し
て
の
教
養
や
判
断
力
で
す
。

　

こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
乙
女
の
巻
で
、
夕
霧
の
学
問
に

つ
い
て
紫
式
部
は
述
べ
て
い
ま
す
。
私
が
京
都
大
学
に
い

た
こ
ろ
、
よ
く
外
国
人
か
ら
日
本
文
化
に
つ
い
て
質
問
を

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
真
っ
先
に
『
源
氏
物
語
』

の
そ
の
箇
所
を
引
い
て
、
和
魂
漢
才
が
日
本
文
化
だ
と
申

し
ま
し
た
。

　

紫
式
部
自
身
が
漢
詩
・
漢
文
学
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ

と
は
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
一
八
カ
所
に
白
居
易
の

詩
を
引
用
し
て
、『
源
氏
物
語
』
を
書
い
て
い
る
の
を
見
て

も
分
か
り
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
は
、
若

い
こ
ろ
か
ら
中
国
の
古
典
を
深
く
讀
ん
で
い
た
。
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
海
外
か
ら
の
渡
来
の
文
化
を
ベ
ー
ス
に
し

て
こ
そ
大
和
魂
は
強
く
世
の
中
に
働
い
て
い
く
。
私
は
こ

れ
が
大
好
き
で
す
。

和
魂
漢
才

　

東
京
の
出
版
社
の
、『
新
潮
』
と
い
う
雑
誌
の
取
材
を
受

け
ま
し
た
。「
先
生
の
一
番
好
き
な
言
葉
は
何
で
す
か
」
と

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
「
才
を
も
と
と

し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
い
ら
る
る
か
た
も
強
う
侍

ら
め
」
だ
と
。
菅
原
道
真
公
が
ま
さ
に
和
魂
漢
才
の
方
で

し
た
。

　

才
を
も
と
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
何
で
も
か
ん
で
も
受

京
都
府
／
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ワ
ザ
と
こ
こ
ろ
パ
ー
ト
Ⅲ 

│ 

天
神
信
仰
と
天
神
の
祭
り

［巻四］船出（部分）

「
天
神
信
仰
と
天
神
の
祭
り
」
第
三
回



の
で
は
な
い
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
文
化
を
、
何
で
も
受
け
入
れ
る
の
が
ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
だ

と
思
っ
て
い
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
。
本
当
の
和
魂
漢
才

は
、
選
択
し
て
外
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
を
実

践
さ
れ
た
の
が
菅
原
道
真
で
あ
り
ま
す
。

終
わ
り
に

　

私
は
京
都
大
学
の
教
授
の
お
り
に
、
枡
本
市
長
さ
ん
に

進
言
を
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
京
都
に
は
古
い
学
校
が
た

く
さ
ん
あ
る
が
合
併
で
つ
ぶ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
学
校

に
も
貴
重
な
卒
業
生
が
寄
付
し
た
絵
画
・
書
・
陶
芸
品
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
学
校
の
歴
史
博
物
館
を
つ
く
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
て
、
で
き
た
ん
で
す
。

　

し
か
し
言
い
出
し
っ
ぺ
は
上
田
先
生
じ
ゃ
な
い
か
と
。
館

長
を
や
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
言
わ
れ
ま
し
て
、

館
長
を
致
し
ま
し
て
、
い
ま
は
画
伯
の
上
村
淳
之
さ
ん
が

二
代
目
館
長
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き

に
調
べ
て
み
ま
し
て
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
の
寺
子
屋
は
全
て
孔
子
を
祭
っ
て
い
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
、
京
都
の
寺
子
屋
や
、
大
阪
の
寺
子

屋
は
天
満
天
神
を
祭
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。

　

道
真
公
の
信
仰
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
様
で
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
道
真
公
は
ま
こ
と
の
和
魂
漢
才

の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
講
演
を
終
わ

り
ま
す
。

け
入
れ
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
和
魂
漢
才
で
は
か
ら
ざ

え
を
選
択
し
て
受
容
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
宦
官
の
制
度
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
中

国
で
も
朝
鮮
で
も
。
中
国
の
ド
ラ
マ
や
韓
国
の
ド
ラ
マ
が
、

最
近
テ
レ
ビ
で
た
く
さ
ん
や
っ
て
い
ま
す
が
、
た
い
が
い

宮
廷
・
王
朝
の
ド
ラ
マ
が
、
女
性
か
ら
見
た
怒
り
を
買
う

よ
う
な
宦
官
が
出
て
く
る
。
科
挙
。
官
吏
登
用
試
験
。
科

挙
の
制
度
も
入
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

平
安
京

　

平
安
京
は
唐
の
長
安
城
を
模
倣
し
た
と
い
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
も
間
違
い
な
ん
で
す
ね
。
長
安
だ
け
で
は
な

く
、
洛
陽
も
模
倣
し
た
。
そ
れ
は
平
安
京
の
坊
（
町
）
の

名
前
を
調
べ
た
ら
分
か
り
ま
す
。
平
安
京
の
坊
の
名
前
で

は
、
五
つ
が
長
安
の
坊
名
で
す
。

　

銅
駝
坊
、
銅
駝
中
学
校
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
銅

駝
坊
を
は
じ
め
八
つ
の
坊
の
名
前
が
、
洛
陽
の
町
の
名
前

を
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
右
京
は
長
安
城
と
呼
び
、
左

京
は
洛
陽
城
と
呼
び
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
ご
承
知
の
よ
う
に
、
右
京
は
寂
れ
て
い
き
ま

す
。
従
っ
て
京
都
の
代
名
詞
は
洛
陽
に
な
る
の
で
す
。
左

京
が
中
心
に
な
り
ま
す
か
ら
。
京
都
に
入
る
こ
と
を
上
洛

す
る
と
か
、
入
洛
す
る
、
あ
る
い
は
洛
中
洛
外
と
言
い
ま

す
が
、
京
都
の
代
名
詞
が
洛
陽
だ
と
い
う
の
は
、
左
京
が

洛
陽
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

京
都
府
京
都
市
は
陝
西
省
の
西
安
市
、
元
の
長
安
と
友

好
都
市
を
結
ん
で
お
り
ま
す
が
、
私
は
洛
陽
と
も
友
好
都

市
を
京
都
は
結
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
歴
代
の
市
長

さ
ん
に
進
言
し
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
長
安
も
洛
陽
も
、
周
り
に
城
壁
を
囲
ん
で
い

る
で
し
ょ
う
。
羅
城
。
日
本
の
都
に
は
羅
城
は
一
つ
も
な

い
ん
で
す
。
平
城
京
に
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
平
安
京
に
も
。

ど
こ
か
ら
で
も
入
れ
る
ん
で
す
。
羅
城
門
は
あ
る
ん
で
す

よ
。
こ
れ
は
儀
式
の
門
で
す
が
。

　

あ
る
い
は
律
令
の
定
の
通
り
に
、「
学
令
」
が
あ
る
。『
論

語
』、『
尚
書
』、『
孝
経
』
な
ど
、
儒
教
の
書
を
強
く
勉
強

す
る
の
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、
都
の
大
学
、
各
地
の

国
学
で
も
し
て
い

る
ん
で
す
が
、『
孟

子
』
は
入
っ
て
い

な
い
ん
で
す
。

　

な
ぜ
『
孟
子
』

が
入
っ
て
い
な
い

の
か
。『
孟
子
』

は
易
姓
革
命
を
説

い
て
い
ま
す
。
徳

の
な
い
天
子
の
と

き
に
革
命
を
起
こ

す
の
は
当
然
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を

強
く
強
調
し
た
か

ら
、『
孟
子
』
は

省
い
て
い
る
ん
で

す
。

　

和
魂
漢
才
は
何

で
も
受
け
入
れ
る

平安京イメージ図

境内に奉納されている和魂漢才の碑



　

平
成
三
十
九
年
に
斎
行
さ
れ
る
千
百
二
十
五
年
半
萬
燈
祭
に
向
け
た
境
内
整
備
事
業
が
こ
の
ほ
ど
か
ら
始

ま
っ
た
。
紅
梅
殿
を
西
広
場
に
移
築
し
て
、
根
本
縁
起
と
い
わ
れ
る
国
宝
﹃
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹄︵
承
久
本
︶

に
描
か
れ
る
紅
梅
殿
別
離
の
場
を
再
現
さ
せ
る
庭
に
す
る
ほ
か
、社
務
所
機
能
を
備
え
た
﹁
神
社
会
館
﹂︵
仮
称
︶

の
建
設
、
表
参
道
整
備
な
ど
多
く
の
事
業
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
全
国
天
満
宮
の
総
本
社
・

天
神
信
仰
発
祥
の
地
と
し
て
の
姿
を
強
く
発
信
し
、
天
神
信
仰
の
一
層
の
昂
揚
を
図
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
霊
元
天
皇
と
有
栖
川
宮
韶つ

な

仁ひ
と

親
王
か
ら

御
寄
進
さ
れ
た
石
燈
籠
︵
と
も
に
一
対
︶
が
、八
月
下
旬
、

本
殿
裏
透
塀
内
か
ら
本
殿
前
中
庭
に
移
転
し
た
。
本
殿

裏
透
塀
内
で
は
参
拝
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
く
、

広
く
皇
室
の
崇
敬
が
篤
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
お

う
と
、
三
十
年
前
ま
で
あ
っ
た
元
の
場
所
の
本
殿
前
へ

覆
い
屋
を
つ
け
て
の
再
移
転
と
な
っ
た
。

　

霊
元
天
皇
は
第
百
十
二
代
天
皇
で
、
石
燈
籠
は
天
和

二
年
︵
一
六
八
二
︶
七
月
二
十
五
日
の
御
寄
進
。
大
正

六
年
に
石
組
が
修
理
さ
れ
て
い
る
。

　

同
天
皇
は
、
歌
人
・
能
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
歴

代
天
皇
の
中
で
も
当
宮
へ
の
御
崇
敬
は
こ
と
の
ほ
か
篤

く
、
こ
の
石
燈
籠
の
ほ
か
に
も
御
辰
翰
を
始
め
と
し
て

詩
歌
の
御
短
冊
・
般
若
心
経
・
銅
吊
燈
籠
・
蒔
絵
文
台
、

す
ず
り
箱
な
ど
数
多
く
の
御
寄
進
を
さ
れ
て
い
る
。

　

と
く
に
こ
の
石
燈
籠
は
、
文
道
の
大
祖
・
風
月
の
本

主
た
る
御
祭
神
菅
原
道
真
公
に
対
す
る
御
敬
神
の
篤
さ

を
表
す
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

　

有
栖
川
宮
韶
仁
親
王
は
、
代
々
学
問
・
芸
術
へ
の
理

解
が
深
か
っ
た
有
栖
川
宮
家
の
七
代
当
主
。
歴
代
の
有

栖
川
宮
親
王
の
多
く
が
当
宮
へ
社
参
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
石
燈
籠
は
文
政
六
年
︵
一
八
二
三
︶
十
一
月
二
十
五

日
、
御
神
徳
に
対
す
る
御
礼
と
御
崇
敬
の
念
に
よ
り
御

寄
進
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

霊
元
天
皇
、
有
栖
川
宮
韶
仁
親
王
御
寄
進
の
石
燈
籠
を
中
庭
に
移
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
室
の
崇
敬
の
篤
さ　

参
拝
者
の
知
る
縁
に

◎
霊
元
天
皇
（
れ
い
げ
ん
て
ん
の
う
）

　

霊
元
天
皇
（
一
六
五
三
〜
一
七
三
二
）
は
、
江

戸
時
代
前
期
の
第
一
一
二
代
天
皇
。 「
仙
洞
様
」
と

呼
ば
れ
る
。
永
く
中
断
し
て
い
た
践
祚
大
嘗
祭
を

再
興
。
兄
後
西
天
皇
よ
り
伝
授
さ
れ
た
歌
道
の
達

人
で
、
多
く
の
人
材
を
指
導
、
ま
た
諸
芸
に
優
れ

能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

和
歌
に
優
れ
た
菅
原
道
真
公
を
祀
り
、
連
歌
会

を
催
し
た
当
北
野
天
満
宮
に
は
、
歌
を
愛
し
た
霊

元
天
皇
の
宸
翰
や
、
金
燈
籠
、
香
爐
な
ど
奉
納
品

が
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。

御本殿前の石燈籠（昭和初期）

有栖川宮親王石燈籠（左）  霊元天皇石燈籠（右）



　

国
宝
﹃
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹄︵
承
久
本
︶
に
描
か

れ
た
世
界
を
現
代
に—

と
、
西
広
場
の
整
備
を
す
る
こ

と
に
な
り
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
一
環
と
し
て
紅
梅
殿
を
南

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
場
所
へ
移
築
し
た
。
周
囲
に
は
梅

を
植
樹
、
小
川
も
流
し
て
梅
花
祭
は
も
と
よ
り
曲
水
の

宴
な
ど
多
彩
な
文
化
的
行
事
に
活
用
す
る
。

　

﹃
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹄
の
巻
三
に
は
、
藤
原
時
平

の
讒
言
に
よ
っ
て
大だ

ざ
い
の
ご
ん
の
そ
ち

宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
菅
公
が
紅
梅
殿
で
庭
の
梅
に
向
か
っ
て
﹁
東
風

吹
か
ば　

匂
ひ
お
こ
せ
よ　

梅
の
花　

あ
る
じ
な
し
と

て　

春
を
忘
る
な
﹂
の
和
歌
を
詠
ま
れ
、
別
れ
を
惜
し

む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
は
小
川
が
流
れ
、
梅
の
木
も
描
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
西
広
場
を

“

紅
梅
殿
別
離
の
庭”

と

し
て
再
現
し
、
御
神
霊
を
お
慰
め
す
る
と
と
も
に
様
々

な
文
化
的
行
事
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
中
心
と
な
る
の
が
紅
梅
殿
で
あ
り
、
解
体
せ
ず

に
伝
統
的
な
曳
き
家
工
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
ほ
ど
西
広

場
へ
の
移
築
が
完
了
し
た
。
広
場
内
の
具
体
的
な
整
備

に
つ
い
て
は
、
今
後
順
次
進
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
紅
梅
殿
の
跡
地
に
は
四
社
と
七

社
が
移
築
さ
れ
る
。

◎
曲
水
の
宴

庭
園
の
小
川
の
上
流
か
ら
曲
が
り
流
さ

れ
て
く
る
杯
を
自
分
の
前
を
過
ぎ
な
い

う
ち
に
詩
歌
を
作
る
平
安
時
代
の
宮
中

行
事
。

国
宝
﹁
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹂
の
世
界
を
現
代
に　

紅
梅
殿
を
移
築
し
て

　
　
　
　
　

西
広
場
を
整
備 

│ 

曲
水
の
宴
な
ど
多
彩
な
文
化
的
行
事
に
対
応

北野天神縁起絵巻 ( 承久本 ) より 紅梅殿別離の庭

境内西側一帯の整備

伝統の曳き家工法によって移築される紅梅殿



　

長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
﹁
神
社
会
館
﹂︵
仮
称
︶
を
梅
苑
内
に
建
設
す
る
。
老
朽
化
が

心
配
さ
れ
て
い
た
社
務
所
機
能
も
兼
ね
た
も
の
で
、
多
目
的
に
使
え
る
会
館
を
目
指
し

て
い
る
。
天
神
信
仰
発
祥
の
地
だ
け
に
天
神
信
仰
の
発
信
基
地
と
し
て
充
実
し
た
会
館

と
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

表
参
道
の
整
備
の
一
環
と
し
て
参
道
に
約
五
十
本
の
松
を
植
樹
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
当
宮
は
梅
と
と
も
に
、
菅
公
の
一
夜
松
の
託
宣
や
影
向
松
の
伝
え
な
ど
、
松
と

も
深
い
縁
が
あ
り
、
か
つ
て
﹁
北
野
の
松
原
﹂
と
呼
ば
れ
た
景
観
に
少
し
で
も
近
づ

け
て
い
く
。

　

﹁
わ
が
棲
ま
ん
と
こ
ろ
は
一
夜
に
し
て
千
本
の
松
の
生
ず
る
と
こ
ろ
﹂
と
い
う
菅
公

の
ご
託
宣
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
﹃
雍
州
府
志
﹄
に
も
﹁
北
野
右
近
馬
場
に
一
夜
千
本
の

松
を
生
ず
と
い
う
。
果
た
し
て
そ
の
言
の
如
し
。
遂
に
社
を
建
つ
﹂
と
記
さ
れ
、
末

社
一
夜
松
社
が
祀
ら
れ
た
由
来
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
す

ぐ
右
側
に
あ
る
松
は
影

よ
う
ご
う
の
ま
つ

向
松
と
よ
ば
れ
、
毎
年
初
雪
が
降
る
と
御
祭
神
が
降
臨
さ
れ
、

雪
見
の
歌
を
詠
ま
れ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、

天
満
宮
七
不
思
議
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
古
来
か
ら
北
野
の

地
は
松
原
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
太
閤

秀
吉
公
が
天
正
の
昔
催
し
た
か
の
﹁
北
野
大
茶

湯
﹂
の
高
札
に
も
﹁
北
野
松
原
で
開
く
﹂
旨
の

文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

当
宮
に
残
る
明
治
の
写
真
な
ど
を
見
て
も
今

よ
り
は
る
か
に
多
く
の
松
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
近
年
、
松
喰
い
虫
の
被
害
が
目
立
ち

始
め
、
参
道
の
松
も
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
く

傾
向
に
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
当
面
の
措
置
と
し
て
参
道
を
中
心

に
約
五
十
本
の
松
を
植
樹
す
る
こ
と
に
し
た
も

の
で
、
近
々
に
実
施
す
る
。

表
参
道
を
整
備
、
約
五
十
本
の
松
を
植
樹

　
　
　
　
　
　

﹁
北
野
の
松
原
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
に

待
望
の
﹁
神
社
会
館
﹂︵
仮
称
︶
を
建
設

　
　
　

社
務
所
機
能
を
持
ち
、
多
目
的
ホ
ー
ル
も
併
設

楼

門

﹁
文
道
の
大
祖　

風
月
の
本
主
﹂

の
額
が
掛
か
る
二
層
の
楼
門
。
六

月
に
は
京
都
で
一
番
大
き
な
大
茅

の
輪
が
、
正
月
に
は
大
絵
馬
が
掛

け
ら
れ
る
。

紅
梅
殿

菅
原
道
真
公
の
邸
宅
を
紅
梅
殿
と

い
う
。

﹁
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹂
の
別
離

の
段
で
登
場
す
る
が
、
紅
梅
殿
と

庭
︵
別
離
の
庭
︶
の
復
元
を
計
画

中
で
あ
る
。

絵
馬
所

大
き
な
扁
額
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て

い
る
絵
馬
所
。

北
野
天
満
宮
の
絵
馬
所
は
秀
作
が

多
数
あ
る
こ
と
で
有
名
。

石
の
間

西
楽
の
間

東
西
に
楽
の
間
が
付
属
。

本
殿
と
拝
殿
と
を
連
結
す
る

石
畳
の
廊
下

拝　

殿

国 宝  御 社 殿  星
欠
け
の
三
光
門

太
陽
・
月
・
星
の
三
光
の
彫
刻
が

あ
る
の
で
三
光
門
と
い
う
。

但
し
、
星
の
彫
刻
が
見
ら
れ
な
い

と
も
い
わ
れ
、
大
極
殿
の
北
に
位

置
す
る
天
満
宮
・
三
光
門
の
上
に

北
極
星
が
輝
く
の
で
星
が
な
く
、

星
欠
け
の
三
光
門
と
呼
ば
れ
る
。

後
西
天
皇
御
宸
筆
﹃
天
満
宮
﹄
の

勅
額
を
掲
げ
て
い
る
。

本
殿
と
拝
殿
を
石
の
間
で
繋

い
だ
特
色
あ
る
建
築
様
式
。



シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
き
る

　
　
　

天
神
信
仰
発
揚
の
た
め
の
文
化
行
事
に
活
用

　

鉄
筋
︵
地
上
二
階
、地
下
一
階
︶
造
り
な
が
ら
、

木
造
の
雰
囲
気
を
取
り
入
れ
、
周
囲
の
景
観
に

溶
け
込
む
建
物
を
計
画
し
て
い
る
。

　

老
朽
化
し
て
い
る
現
社
務
所
の
機
能
を
こ
の

中
に
移
し
て
充
実
さ
せ
る
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
は

な
か
っ
た
多
目
的
ホ
ー
ル
な
ど
も
つ
く
り
、
文

化
行
事
な
ど
に
も
広
く
活
用
し
て
い
く
方
針
。

　

平
成
二
十
九
年
の
完
成
を
見
込
ん
で
お
り
、

詳
し
い
建
物
の
概
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後

こ
の
社
報
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
あ
る
。

神社会館（仮称）イメージ図

　

当
宮
の
神
紋
は
梅
鉢
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
天
神
信
仰
発

揚
の
た
め
の
文
化
行
事
な
ど
に
活
用
す
る
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
を
作
成
し
た
。

　

こ
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、
当
宮
が
平
安
京
の
乾
︵
北
西
︶
に

位
置
し
、
天
空
を
司
る
天
神
地
祇
を
祀
る
地
・
北
野
に
創
建
さ
れ

た
こ
と
を
重
視
、
天
の
力
の
働
く
地
・
天
門
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作

ら
れ
た
。

　

星
の
軌
道
と
捉
え
る
円
の
軌
跡
の
中
の
前
面
に
一
の
鳥
居
を
置

き
、
中
央
に
北
極
星
に
な
ぞ
ら
え
た
梅
鉢
紋
を
配
し
た
。

史
跡
御
土
居
も
み
じ
苑　

整
備
続
行

　

北
野
天
満
宮
講
社
︵
千
玄
室
会
長
︶
の
力
強
い
ご
支
援
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る

史
跡
御
土
居
も
み
じ
苑
の
整
備
は
今
後
も
続
行
さ
れ
、
上
図
︵
パ
ノ
ラ
マ
図
︶
は
現
在

整
備
の
進
む
御
土
居
よ
り
天
神
信
仰
の
全
景
を
展
望
し
た
姿
で
あ
る
。

　

平
成
十
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
御
土
居
の
整
備
は
、
同
十
九
年
に
植
林
な
ど
第
一
期
五

カ
年
計
画
の
事
業
が
完
了
し
、
同
年
秋
か
ら
﹁
も
み
じ
苑
﹂
が
開
苑
し
た
。
そ
の
後
、

茶
室
﹁
梅
交
軒
﹂
の
修
繕
工
事
な
ど
も
行
わ
れ
、
今
も
な
お
整
備
が
続
い
て
い
る
。

　

﹁
も
み
じ
苑
﹂
に
は
、
自
生
し
て
い
る
も
の
と
新
た
に
植
林
さ
れ
た
も
の
を
合
わ
せ

二
五
〇
本
の
紅
葉
が
あ
り
、
豊
太
閤
が
築
い
た
御
土
居
の
も
み
じ
と
し
て
、
人
気
を
呼

ん
で
い
る
。

地
主
神
社

北
野
天
満
宮
鎮
座
よ
り
百
年
前
、

平
安
京
の
乾
、
北
野
の
地
に
﹁
天

神
地
祇
を
祀
り
、
遣
唐
使
の
派
遣
﹂

が
祈
願
さ
れ
た
。
境
内
で
は
最
も

古
い
社
で
あ
る
。

八 棟 造（ 権 現 造 ）牛　

舎

乾
天
神
と
呼
ば
れ
た
北
野
天
満

宮
。
そ
の
境
内
の
乾
︵
北
西
︶
の

隅
に
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る

牛
舎
。

牛
舎
・
亀
石
で
陰
陽
一
対
と
な
っ

て
い
る
。

御
祭
神
を
を
祀
る
漆
塗
り
の

豪
華
絢
爛
た
る
大
規
模
な
御

本
殿
。

慶
長
十
二
年
豊
臣
秀
頼
公
造

営
の
桃
山
時
代
を
代
表
す
る

国
宝
建
造
物
。

石
の
間
造
・
八
棟
造
・
権
現

造
と
も
呼
ば
れ
る
大
規
模
建

造
物
群
。

御
本
殿

老
松
社

菅
公
の
家
臣
島
田
忠
臣
を
祀
る
。

当
地
に
松
の
種
を
撒
く
よ
う
託
さ

れ
た
。

十
二
社

平
安
京
の
御
霊
神
を
祀
る
社
。
幸

せ
を
も
た
ら
す
善
神
へ
と
転
化
し

た
。

中
で
も
櫻
葉
社
は
音
楽
・
声
楽
の

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
。

整備の進んだ史跡御土居より

　　　　　平安京の天門（乾）に祀られた天神信仰の全景



北
野
天
満
宮 

権
宮
司　

加
藤 

迪
夫

　

一
願
成
就
所
、
牛
舎
。
乾
さ
ん
と
も
呼
ば
れ
て

親
し
ま
れ
た
臥
牛
の
石
像
が
、
頭
は
積
年
の
傷
み

で
少
し
か
け
て
、
台
座
の
御
影
石
に
置
か
れ
て
い

る
。
牛
舎
は
淳
和
二
年
︵
一
八
〇
二
︶
の
九
百
年

祭
絵
図
に
も
載
っ
て
い
る
。
本
社
の
信
仰
と
共
に
、

願
事
が
必
ず
叶
う
﹁
一
願
成
就
所
﹂
と
し
て
古
く

よ
り
特
別
な
信
仰
を
う
け
、
ご
利
益
あ
ら
た
か
な

社
と
し
て
、
遠
方
よ
り
の
参
詣
者
が
絶
え
な
い
。

　

な
お
室
町
時
代
の
﹁
北
野
社
絵
図
﹂
に
は
、
後

方
に
天
狗
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
今
も
裏
手
を
天

狗
山
と
称
し
て
い
る
。

◆
お
牛
さ
ん
・
牛
舎―

四
〇
年
ぶ
り

　
　

 

元
の
乾
の
位
置
に
移
転
、
復
活

◆
必
ず
願
い
の
叶
う
一
願
成
就
所

おうしさま

一願成就所の牛舎

　

昭
和
四
十
九
年
六
月
に
建
立
さ
れ
、
四
〇
年
の

長
き
に
亘
り
境
内
の
南
西
隅
に
祀
ら
れ
て
来
た
お

牛
さ
ん
・
牛
舎
が
、元
あ
っ
た
境
内
北
西
隅
、乾
︵
い

ぬ
い
︶
の
位
置
に
境
内
整
備
事
業
の
一
環
と
し
て

九
月
に
移
転
、
復
活
し
た
。

　

こ
の
場
所
は
、
北
野
天
満
宮
が
平
安
京
の
乾
に

位
置
し
乾
天
神
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
、
さ
ら
に
そ

の
境
内
の
乾
と
い
う
神
聖
な
地
、
聖
地
で
あ
る
。

元
々
本
殿
の
北
西
隅
は
江
戸
時
代
よ
り
一
願
成
就

所
・
乾
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
場
所

で
あ
り
、
今
回
の
移
転
に
よ
り
、
新
し
い
牛
舎
の

復
活
、
新
た
な
信
仰
が
始
ま
っ
た
。

　

朱
塗
り
の
鳥
居
が
設
置
さ
れ
、
鈴
な
り
の
祈
願

絵
馬
が
掛
け
ら
れ
る
絵
馬
掛
け
台
も
数
多
く
設
置

さ
れ
、
牛
舎
に
は
早
く
も
多
く
の
学
生
・
受
験
生

等
が
訪
れ
、
熱
い
祈
り
で
溢
れ
て
い
る
。

牛舎完成イメージ図



　

悠
久
千
年
の
都
、
平
安
京
は
、
桓
武
天
皇
の
勅

命
に
よ
り
延
暦
十
三
年
︵
七
九
四
︶
十
月
、
長
岡

京
よ
り
山
背
の
国
の
地
に
遷
都
さ
れ
た
。﹁
平
安
楽

土
﹂﹁
万
代
の
宮
﹂、
こ
の
地
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ

た
古
代
哲
学
、
陰
陽
道
・
風
水
に
基
づ
く
四
神
相

応
の
思
想
に
叶
っ
た
適
地
で
あ
る
。
都
の
永
久
の

繁
栄
を
願
い
、
災
厄
か
ら
守
る
鬼
門
封
じ
の
寺
社

を
配
置
、
他
方
南
東
・
巽
に
は
秦
氏
の
守
り
神
で

あ
り
、
衣
食
住
の
神
と
信
仰
さ
れ
る
伏
見
稲
荷
が

祀
ら
れ
、
北
西
・
乾
に
は
新
た
に
乾
天
神
と
呼
ば

れ
た
北
野
天
満
宮
が
祀
ら
れ
た
。

　

北
野
天
満
宮
の
鎮
座
は
、
も
と
も
と
怨
霊
と
呼

ば
れ
た
菅
原
道
真
公
の
神
霊
、
つ
ま
り
歴
史
上
の

人
物
に
神
格
を
与
え
、
神
と
し
て
祀
っ
た
新
た
な

神
の
出
現
で
あ
り
、
そ
の
神
威
は
摂
関
家
の
守
護

神
か
ら
皇
城
鎮
護
の
神
へ
と
進
化
し
、
遂
に
は
天

神
信
仰
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

◆
平
安
京
に
祀
ら
れ
た
乾
天
神

　

北
野
天
満
宮
は
絵
馬
発
祥
の
神
社
と
も
云
わ
れ
て
い

る
。
古
来
、
雨
乞
い
や
日
乞
い
の
た
め
、
神
馬
を
神
社

に
奉
納
す
る
信
仰
が
各
所
に
あ
っ
た
が
、
生
馬
の
奉
納

が
難
し
く
な
り
、
か
わ
り
に
絵
に
描
い
た
馬
、
す
な
わ

ち
絵
馬
が
現
れ
て
き
た
。

　

絵
馬
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
寛
弘
九

年
︵
一
〇
一
二
︶、
大
江
匡
衡
が
北
野
天
神
﹁
色
紙
絵

馬
三
匹
﹂
奉
納
の
記
事
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
北
野

天
満
宮
は
﹁
絵
馬
発
祥
の
神
社
﹂
と
い
え
る
。

　

絵
馬
発
祥
の
神
社
で
あ
り
、
天
神
信
仰
発
祥
の
北
野

天
満
宮
。
年
間
数
万
枚
の
入
学
祈
願
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
、

ま
た
合
格
御
礼
の
絵
馬
で
賑
わ
う
。
絵
馬
に
入
試
受
験

合
格
の
願
い
を
。

　

牛
舎
の
北
側
に
、
柵
を
巡
ら
し
注
連
縄
で
囲
ま

れ
た
所
に
大
き
な
石
、
亀
石
が
あ
る
。
牛
舎
が
南

西
の
隅
に
移
さ
れ
た
間
も
乾
の
隅
に
そ
の
ま
ま
鎮

座
し
て
き
た
。
牛
の
石
像
が
陽
石
を
象
徴
し
、
亀

石
は
陰
石
と
も
い
わ
れ
、
両
方
を
御
参
り
し
御
神

徳
を
い
た
だ
く
、
陰
陽
合
い
和
す
陰
陽
石
と
し
て

信
仰
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
古
代
信
仰
の
名
残
り

と
も
云
わ
れ
て
い
る
。

◆
陰
陽
石―

亀
石
〈
か
め
い
し
〉

◆
絵
馬
発
祥
の
地 

北
野
天
満
宮

　
　
　
　

―

絵
馬
に
入
試
合
格
を
願
う

亀　石

曳馬図絵馬　曾我直庵筆（豊臣秀頼公奉納）二面

鈴なりに掛けられた祈願絵馬

黒馬

白馬

四神相応図



斎
行
さ
れ
た
祭
典
・
行
事

　
　
　
　
　
　

︿
七
月
～
九
月
﹀

例
祭　

皇
室
の
弥
栄
・
国
家
安
泰
を
祈
願   

│
当
宮
巫
女
が
初
め
て
﹁
紅
わ
ら
べ
﹂
奉
納
│

　

国
家
の
祭
祀
で
あ
っ
た
北
野
祭
・
勅
祭
ゆ
か
り
の
当
宮

例
祭
が
、
賢
き
所
よ
り
御
初
穂
料
・
神
饌
料
を
賜
り
八
月

四
日
午
前
九
時
か
ら
本
殿
で
氏
子
総
代
を
始
め
神
社
役
員
・

崇
敬
者
ら
多
数
参
列
の
下
、
厳
か
に
斎
行
さ
れ
た
。

　

例
祭
は
、
当
宮
創
建
の
翌
年
に
私
祭
と
し
て
始
ま
っ
た

が
、
永
延
元
年(

九
八
七)

八
月
五
日
、
一
條
天
皇
の
勅
使

参
向
・
奉
幣
に
よ
り
勅
祭
・
北
野
祭
と
な
っ
た
。
約
六
十

年
後
、
こ
の
日
が
母
后
の
国
忌
に
当
た
る
と
し
て
一
日
早

い
八
月
四
日
が
北
野
祭
と
定
め
ら
れ
、
今
日
の
例
祭
と
な
っ

て
い
る
。

　

橘
宮
司
の
祝
詞
奏
上
に
引
き
続
き
、
当
宮
巫
女
四
人
が

例
祭

　

今
年
の
新
茶
を
神
前
に
お
供
え
し
、
茶
業
の
発
展
を
祈
る

新
茶
奉
献
奉
告
祭
が
七
月
二
十
五
日
午
前
十
一
時
か
ら
本
殿

で
斎
行
さ
れ
た
。

　

新
茶
を
奉
献
さ
れ
た
宇
治
・
宇
治
田
原
・
城
陽
・
佐
山
・

京
田
辺
・
和
束
・
醍
醐
・
向
島
・
綴
喜
・
山
城
・
南
山
城
な

ど
の
生
産
地
を
始
め
京
都
市
茶
業
組
合
な
ど
か
ら
約
五
十
人

が
参
列
。

　

祝
詞
奏
上
の
後
、
煎
茶
道
賣
茶
本
流
の
渡
邊
琢
祥
家
元
を

始
め
生
産
地
の
代
表
ら
が
次
々
玉
串
を
捧
げ
、
茶
業
の
発
展

と
関
係
者
の
家
内
安
全
を
祈
願
し
た
。

新
茶
奉
献
奉
告
祭

新
茶
奉
献
奉
告
祭

「
紅
わ
ら
べ
」
を
奉
納
し
た
。
こ
の
「
紅
わ
ら
べ
」
は
十
二

年
前
、
全
国
天
満
宮
梅
風
会
が
企
画
し
て
創
ら
れ
た
巫
女

舞
で
、
菅
公
が
五
歳
の
時
に
詠
ま
れ
た
御
歌
「
美
し
や
紅

の
色
な
る
梅
の
花 

あ
こ
が
顔
に
も
つ
け
た
く
ぞ
あ
る
」
を

も
と
に
元
宮
内
庁
楽
師
の
芝
祐
靖
氏
が
作
曲
・
作
舞
さ
れ

た
。
当
宮
本
殿
で
は
、六
年
前
の
北
野
天
満
宮
講
社
大
祭
と
、

昨
年
の
一
條
天
皇
行
幸
始
祭
で
大
阪
天
満
宮
の
巫
女
が
奉

納
し
て
い
る
が
、
当
宮
の
巫
女
に
よ
る
奉
納
は
初
め
て
。

　

橘
宮
司
の
玉
串
拝
礼
に
引
き
続
き
、
参
列
者
の
代
表
が

次
々
と
玉
串
を
さ
さ
げ
、
皇
室
の
弥
栄
・
国
家
安
泰
・
五

穀
豊
穣
・
氏
子
崇
敬
者
の
無
病
息
災
を
祈
願
し
た
。



　

正
月
の
縁
起
も
の
「
大
福
梅
」
と
し
て
使
わ
れ
る
梅
の
実

の
土
用
干
し
が
、
近
畿
地
方
が
梅
雨
明
け
し
た
翌
日
の
七
月

二
十
二
日
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

境
内
に
あ
る
約
千
五
百
本
の
梅
の
木
か
ら
約
二
・
五
ト
ン
の

梅
の
実
が
採
取
さ
れ
、
樽
で
塩
漬
け
に
さ
れ
て
い
た
が
こ
の
日

取
り
出
し
、
神
職
・
職

員
が
最
高
気
温
三
十
四

度
と
い
う
猛
暑
の
中
で

ム
シ
ロ
を
敷
い
た
乾
燥

台
の
上
に
広
げ
た
。

　

甘
酸
っ
ぱ
い
梅
の
香

が
境
内
一
円
に
漂
い
、

参
拝
者
が「
い
い
香
り
」

と
言
い
な
が
ら
、
作
業

を
見
つ
め
て
い
た
。
土

用
干
し
は
約
一
カ
月
間

で
終
り
、
カ
ラ
カ
ラ
に

乾
燥
し
た
梅
の
実
は
再

び
塩
漬
け
に
し
て
保
存

さ
れ
た
。

﹁
大
福
梅
﹂
の
土
用
干
し

　

夏
の
文
化
財
防
火
運
動
の
一
環
と
し
て
七
月
十
三
日
午
前

十
時
か
ら
、
本
殿
東
北
の
透
塀
屋
根
付
近
で
出
火
の
想
定
に

よ
り
消
防
訓
練
が
行
わ
れ
た
。

　

上
京
消
防
署
と
当
宮
自
衛
消
防
隊
・
翔
鸞
学
区
自
主
防
災

会
（
市
民
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
）・
翔
鸞
消
防
分
団
な
ど
に
よ
る
合

同
の
訓
練
で
、
約
五
十
人
が
参
加
し
た
。
発
煙
筒
が
た
か
れ
、

出
火
の
合
図
と
と
も
に
本
殿
内
か
ら
宝
物
類
が
搬
出
さ
れ
、

放
水
銃
や
消
防
車
に
よ
る
放
水
も
行
わ
れ
る
緊
迫
し
た
訓
練

と
な
っ
た
。

　

訓
練
終
了
後
上
京
消
防
署
の
宮
林
光
司
署
長
が
、「
北
野
天

満
宮
は
国
宝
の
本
殿
を
始
め
貴
重
な
文
化
財
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
そ
れ
ら
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
の
合
同
訓
練
で
、
し
っ

か
り
連
携
し
た
訓
練
が
で
き
た
」
と
講
評
。
続
い
て
橘
宮
司

が
「
永
年
守
り

継
が
れ
て
き
た

文
化
財
を
我
々

の
代
で
な
く
す

わ
け
に
は
い
か

な
い
。
日
ご
ろ

か
ら
よ
り
一
層

防
火
に
気
を
配

り
、
こ
う
し
た

訓
練
を
続
け
て

い
く
こ
と
が
大

切
だ
」
と
挨
拶

し
た
。 貴

重
な
文
化
財
を
守
れ
！

　
　
　
　
　
　
　

当
宮
で
消
防
訓
練

紅
わ
ら
べ



山
峡
を
流
る
る
川
の
瀬
を
速
み

　
　

淵
に
淀
み
て
来
し
方
映
す

 

福
井
県 

武
曽　

豊
美

小
中
の
い
じ
め
体
験
乗
り
こ
え
て

　
　

来
た
れ
ど
人
世
淵
瀬
と
思
ふ

 

大
阪
府 

村
島　

麗
門

八
十
路
来
て
長
き
人
生
振
り
向
け
ば

　
　

清
き
川
に
も
淵
瀬
あ
る
な
り

 

岐
阜
県 

波
多
野
千
寿
子

一
本
の
バ
ナ
ナ
に
正
義
問
は
れ
つ
つ

　
　

明
日
の
淵
瀬
に
ボ
ー
ル
蹴
り
込
む

 

京
都
市 

若
狭　

静
一

淵
あ
れ
ば
瀬
も
あ
る
一
生
さ
ま
様
に

　
　

瑞
饋
祭
の
す
ず
の
音
さ
や
か

 

愛
知
県 

仁
枝　

尚
子

流
れ
ゆ
く
瓢
の
ご
と
き
我
が
身
か
な

　
　

恋
の
渕
瀬
を
浮
き
つ
沈
み
つ

 

長
岡
京
市 

智
野
利
恵
子

都
落
ち
耳
目
一
憂
し
け
る
身
も

　
　

住
め
ば
都
の
渕
瀬
な
る
か
な

 

東
京
都 

白
石　

雅
彦

淵
に
瀬
に
か
か
る
葉
屑
の
身
に
し
あ
れ
ば

　
　

松
の
二
葉
と
な
り
て
ゆ
か
ま
し

 

京
都
市 

朝
比
奈
栄
子

【
評
】
古
今
集
の
有
名
な
歌
「
世
の
中
は
何
か
常
な
る

飛
鳥
川
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る
」
な
ど
か
ら
、

世
の
定
め
な
い
こ
と
の
た
と
え
。
祭
は
、
う
つ
ろ
う
世

と
人
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

御
旅
所
献
詠 

﹁
淵
瀬
﹂

　

夏
休
み
恒
例
の
奉
納
図
画
展
が
八
月
二
十
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で

本
殿
前
西
廻
廊
で
開
催
さ
れ
、
最
終
日
の
三
十
一
日
午
後
三
時
か
ら

本
殿
で
入
賞
者
授
賞
式
が
行
わ
れ
た
。

　

同
展
は
、
子
ど
も
た
ち
が
夏
休
み
に
描
い
た
図
画
を
神
前
に
奉
納

し
、
図
画
の
上
達
と
健
や
か
な
成
長
を
祈
念
す
る
恒
例
の
催
し
。
今

年
も
ゼ
ロ
歳
児
か
ら
高
校
生
ま
で
七
百
八
十
七
点
の
図
画
が
奉
納
さ

れ
た
。

　

審
査
は
、
展
覧
初
日
の
八
月
二
十
日
午
前
中
、
三
輪
晃
久
（
日
本

画
家
）、
伊
庭
新
太
郎
（
洋
画
家
）
の
両
先
生
と
橘
宮
司
で
行
わ
れ
、

二
百
五
十
三
点
の
入
賞
が
決
ま
っ
た
。　

入
賞
者
授
賞
式
に
先
立
ち
、

奉
納
奉
告
祭
が
入
賞
者
と
保

護
者
の
参
列
の
も
と
斎
行
さ

れ
、
お
祓
い
を
受
け
た
後
、

受
賞
者
の
代
表
が
玉
串
拝
礼

し
、
全
員
が
図
画
の
上
達
と

学
問
の
向
上
を
祈
っ
た
。
こ

の
後
、
橘
宮
司
が
入
賞
者
に

賞
状
と
記
念
品
を
手
渡
し
た
。

入
賞
者
は
次
の
み
な
さ
ん
。

【
天
満
宮
賞
】
井
口
未
央
（
せ

い
し
ん
幼
児
園
三
歳
）、
安
部

蒼
人
（
同
）、
田
中
茉
耶
（
北

野
幼
稚
園
年
中
）、
多
田
い
つ

華（
せ
い
し
ん
幼
児
園
四
歳
）、

井
上
歩
美
（
北
野
幼
稚
園
年

長
）、
川
島
大
雅
（
せ
い
し
ん

幼
児
園
五
歳
）、
城
臺
志
門
（
嵯
峨
野
小
一
年
）、
井
上
翔
太
（
川
岡

小
二
年
）、
北
村
里
帆
（
ジ
ャ
ル
ダ
ン
美
術
研
究
所
三
年
）、
富
井
愛

華
（
嵯
峨
野
小
四
年
）、
安
達
陽
菜
（
梅
津
小
五
年
）、
佐
川
萌
香
（
嵯

峨
野
小
六
年
）

【
京
都
新
聞
特
別
賞
】
中
村
円
香
（
嵐
山
小
四
年
）

【
京
都
新
聞
賞
】
井
上
貴
皓
（ 

北
野
保
育
園
年
少
）、
千
石
雛
子
（
北

野
幼
稚
園
年
少
）、
山
口
隼
（
西
山
幼
稚
園
年
中
）、
小
林
煌
空
（
月

か
げ
保
育
園
年
中
）、
荒
木
朋
哉
（ 

せ
い
し
ん
幼
児
園
五
歳
）、
白
橋

奉
納
図
画
展  

子
ど
も
の
感
性
あ
ふ
れ
る
作
品
一
堂
に  

二
百
五
十
三
点
が
入
選

美
絆
（ 

月
か
げ
保
育
園
年
長
）、
坂
口
小
梅
（
ジ
ャ
ル
ダ
ン
美
術
研
究

所
一
年
）、
増
田
里
香
（
嵯
峨
野
小
二
年
）、
森
凛
奈
（
同
六
年
）

【
上
京
子
供
会
会
長
賞
】
上
羽
琳
歌
（
せ
い
し
ん
幼
児
園
五
歳
児
）、

山
下
み
づ
ほ
（
下
鴨
小
三
年
）

【
金
賞
】
水
谷
優
仁
（
幼
年
）
始
め
七
十
八
人

【
銀
賞
】
三
浦
颯
真
（
幼
年
）
始
め
百
五
十
一
人 

◎
審
査
先
生
の
講
評

 

今
年
は
昨
年
よ
り
少
し
出
品
点
数
が

多
か
っ
た
。
例
年
よ
り
天
満
宮
を
写

生
し
た
作
品
が
目
立
っ
て
い
た
よ
う

に
思
う
。
そ
う
し
た
作
品
は
、
境
内

へ
来
て
写
生
し
、
奉
納
し
て
い
る
だ

け
に
い
い
加
減
に
仕
上
げ
た
も
の
は

な
く
、
真
剣
さ
が
印
象
に
残
っ
た
。

子
ど
も
の
自
由
な
発
想
で
の
び
の
び

と
描
い
た
作
品
を
賞
に
選
ん
だ
。

　

第
三
十
六
回
親
子
ふ
れ
あ
い
写
生
大
会
（
上
京
子
ど
も
会
育
成
連

絡
協
議
会
主
催
）
の
入
賞
者
表
彰
式
が
七
月
二
十
六
日
午
前
十
時
か

ら
当
宮
社
務
所
で
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
写
生
大
会
は
五
月
、
京
都
市

動
物
園
に
児
童
・
保
護
者
ら
約
六
百

人
が
参
加
し
て
行
わ
れ
、
優
秀
作
品

二
百
点
（
北
野
天
満
宮
賞
な
ど
特
別

賞
は
二
十
一
点
）
を
選
び
、
こ
の
日

ま
で
二
週
間
に
わ
た
っ
て
本
殿
前
西

廻
廊
に
展
示
さ
れ
た
。
加
藤
迪
夫
権

宮
司
が
「
夏
休
み
、
い
ろ
ん
な
こ
と

に
挑
戦
し
、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
挨
拶
し
た
。

親
子
ふ
れ
あ
い
写
生
大
会
表
彰
式



　

京
都
の
代
表
的
な
秋
祭
り
の
一
つ
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
ず
い
き
祭
が
、

十
月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
華
や
か
に
斎
行
さ
れ
、
氏
子
区
域
の
沿
道
は
祭
列

の
巡
行
に
わ
き
、
御
鳳
輦
が
渡
ら
れ
た
御
旅
所
境
内
や
周
辺
に
は
多
く
の
露

店
が
並
び
、
連
日
参
拝
者
で
賑
わ
っ
た
。

　

ず
い
き
祭
の
名
称
は
、
御
祭
神
が
渡
ら
れ
る
御
旅
所
に
ず
い
き
芋
な
ど
野

菜
で
飾
っ
た
「
ず
い
き
御
輿
」
が
奉
安
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ

の
起
源
は
村
上
天
皇
（
九
四
六
│
九
六
七
年
）
の
御
代
に
あ
る
と
さ
れ
、
中

断
や
曲
折
を
経
な
が
ら
も
明
治
時
代
に
は
今
の
形
と
な
り
、
御
鎮
座
の
往
時

を
し
の
ぶ
と
と
も
に
秋
の
実
り
に
感
謝
す
る
祭
り
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

神
幸
祭
の
一
日
午
前
九
時
か
ら
本
殿
で
菅
公
の
御
霊
を
御
鳳
輦
に
遷
す
出

御
祭
が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
午
後
一
時
三
基
の
御
鳳
輦
を
中
心
に
松
鉾
・
梅

鉾
・
導
山
・
獅
子
な
ど
の

威
儀
物
や
八
乙
女
・
稚
児
、

さ
ら
に
は
宮
司
の
乗
っ
た

馬
車
・
氏
子
崇
敬
者
ら
約

三
五
〇
人
が
供
奉
す
る
祭

列
が
氏
子
区
域
を
巡
行
し

た
。
沿
道
で
は
多
く
の
市

民
ら
が
祭
列
を
見
守
っ

た
。

　

御
旅
所
に
到
着
後
、
着

御
祭
を
斎
行
、
八
乙
女
が

鈴
舞
と
田
舞
を
奉
納
し

た
。
二
日
は
午
前
十
時
か

ら
は
表
千
家
の
三
木
町
宣

行
宗
匠
に
よ
る
献
茶
祭
、

三
日
は
午
後
三
時
か
ら
西

ノ
京
七
保
会
に
よ
る
特
殊

神
饌
「
甲
御
供
」
の
奉
饌

が
執
り
行
わ
れ
、
六
時
か

ら
は
神
若
会
北
野
天
神
太

鼓
会
に
よ
る
和
太
鼓
の
奉

納
が
行
わ
れ
た
。

ず
い
き
祭  

御
鎮
座
の
往
時
を
し
の
ぶ

平
成
二
十
六
年
度

ず
い
き
祭
稚
児
奉
仕
者
名
簿

伝
統
の
行
列
に
氏
子
区
域
わ
く　

野
菜
の
芸
術
品
﹁
ず
い
き
御
輿
﹂
も
人
気

◆
役
名 

◆
名
前

八
乙
女 

後
藤　

初
寧

 

成
田　

悠
香

 

木
村　

優

 

青
山　

璃
南

 

青
山　

愛
実

 

泉　
　

珠
以

 

小
山　

紗
苗

 

森
下　

愛
子

童
子 

松
下　

朋
生

 

井
尻　

朝
陽

水
干 

青
山　

彰
真

 

竹
内　

滉
喜

半
尻 

大
石　

琳
敦

 

川
宿
田　

奏
太

汗
衫 

北
村　

柊
奈

 

成
田　

愛
夢

裃 

関
本　

龍
之
介

 

石
田　

寿
一
郎

 

北
村　

慶
太
朗

 

畠
山　

凌
一

 

辻
田　

亘
汰

 
岡
本　

宗
兼

 
粟
津　

諒
大

 

川
島　

大
雅

　

当
宮
の
氏
子
地
域
で
あ
り
、
御
旅
所
町
内
に
あ

た
る
中
京
区
中
保
町
町
内
会
が
九
月
二
十
八
日

早
朝
よ
り
、
恒
例
の
ず
い
き
祭
提
灯
台
設
置
を

行
っ
た
。

　

こ
の
提
灯
台
は
ず
い
き
祭
斎
行
に
先
駆
け
て

毎
年
行
わ
れ
る
も
の
で
、
今
年
も
町
内
有
志
者
に

よ
っ
て
立
派
に
組
み
立
て
ら
れ
た
。

　

十
月
一
日
か

ら
四
日
ま
で
御

旅
商
店
街
入
口

に
設
置
さ
れ
、

ず
い
き
祭
の
盛

り
上
げ
に
華
を

添
え
た
。

中
保
町  

ず
い
き
祭
提
灯
台
の
設
置

　

梅
風
講
社
（
小
石
原
満
講
社
長
）
が
新
た
に
梅

風
講
社
表
札
看
板
を
奉
納
さ
れ
、
九
月
二
十
六
日

午
後
三
時
半
か
ら
本
殿
に
役
員
が
参
列
し
、
奉
納

奉
告
祭
を
斎
行
し
た
。

　

参
列
者
を
代
表
し
て
小
石
原
講
社
長
が
玉
串

を
さ
さ
げ
、
天
神
信
仰
の
益
々
の
昂
揚
と
梅
風
講

社
の
発
展
を
祈
願
し
た
。

　

表
札
看
板
は
、

白
木
板
に
「
北

野
天
満
宮
梅
風

講
社
」
と
書
き

記
し
た
も
の
で
、

当
宮
斎
館
の
玄

関
に
掲
げ
ら
れ

た
。 梅

風
講
社  

表
札
看
板
を
奉
納



新嘗祭
　その年に収穫された新穀を神前に供えて豊作
に感謝する新嘗祭が11月23日に斎行される。

余香祭・献詠歌披講式
　『重陽後一日』の名詩を作られた菅
公をしのび、10月29日、本殿で余香
祭が斎行され、引き続き献詠歌披講式
が執り行われ、車座の向陽会会員らが
独特の節回しで献詠歌を披講する。

正月巫女奉仕者研修会
　初詣参拝者の応接に当たる正月巫女奉
仕者の研修会が11月下旬行われ、100人
近い学生が神職から心得の指導を受ける。

大福梅の授与
　正月の縁起物として名高い「大
福梅」の調製作業が11月下旬か
ら始まり、事始めの12月13日か
ら授与される。

献詠歌披講式

天
満
宮
の
こ
れ
か
ら
の

　
　

祭
典
・
行
事
︿
十
月
～
十
二
月
﹀

10月29日

一條天皇行幸始祭

　寛弘元年（1004）、一条天皇が始めて
北野社に行幸された日に当たり、皇室の
弥栄と尊崇・国家国民の安寧を祈念する
重儀。当宮創建以来の歴史伝統の再生復
興と天神信仰の更なる発揚に繋がる重要
な祭儀として斎行する。昨年およそ60年
ぶりに「一條天皇行幸始祭」として再興
した。

10月21日

11月23日

11月23日

12月13日



御茶壺奉献祭・口切式
　献茶祭で使用される抹茶の原料であるてん碾ちゃ茶
が11月26日、山城六郷の茶師によって御茶壺道中で奉
献され、本殿において奉献祭を斎行した後、献茶祭保
存会役員が茶壺の口を切る口切式が執り行われる。

　約400年前の天正15年（1587）の旧暦10月１日に豊臣秀吉公が千利
休・今井宗久居士らをして催した「北野大茶之湯」の縁によって毎年
行われている大茶会。
　現在では毎年11月26日に山城六郷の製茶家である茶師が春に製造し
た抹茶の原料になる碾茶（てんちゃ）を茶壷に詰めて奉納（御茶壷奉
献祭）し、その口切式の行事を行なったものを濃茶・薄茶用にひいて
用いる。尚、この献茶は在洛の４家元２宗匠（藪内家・表千家・裏千家・
武者小路千家・堀内家・久田家）が輪番で６年目ごとに行うものである。
本年は裏千家今日庵家元千宗室宗匠がご奉仕、神前にて献茶式を行う。
　当日は、神楽殿に拝服席、社務所広間・奥の間・明月舎・松向軒・
上七軒歌舞練場・西方寺に副席が設けられ、絵馬所では菓匠会による
飾り菓子が出展され、各地からの参拝者や雅客で賑わう。
◎本年お当番／裏千家今日庵 家元　千 宗室宗匠

口切式

御茶壺道中

天正15年　北野大茶湯図

献
茶
祭

副席（上七軒歌舞練場）

菓匠会協賛席（絵馬所）

　明治11年に再興された献
茶祭。使用される茶は毎年、
山城六郷の産地から奉献さ
れ、在洛の四家元二宗匠の
輪番により斎行。
　御茶壷奉献祭・口切式か
ら献茶祭へと続く一連の旧
儀が残っているのは当宮だ
けである。

天正15年、茶聖茶祖と崇められた天神様の大前で、
太閤秀吉公をはじめ千利休居士・今井宗久居士ら
ほか、德川家康公や細川三斎公らも名を連ねた大
茶会。

神前にて献茶される裏千家今日庵家元千宗室宗匠（平成20年）

12月1日

11月26日



祭事暦（10月１日～12月31日）

　◎ずいき祭祭礼日程
　　１日 神幸祭
  午前９時 出御祭　本社
  午後１時 行列出発
  午後４時 着御祭　御旅所
   八乙女「田舞」「鈴舞」奉納
　　２日 午前10時 献茶祭　御旅所
   表千家宗匠奉仕
　　３日 午後３時 甲御供奉饌　御旅所
  西ノ京七保会による特殊神饌の奉饌
 ４日 還幸祭
  午前10時 出御祭　御旅所
  午後１時 行列出発
  午後５時 着御祭　本社
　　５日 午後３時半 后宴祭　本社
   八乙女「田舞」奉納

 ６日 午後 ４ 時 名月祭（豆名月） 
 15日 午前 10 時 月次祭
 17日 午前 10 時 神宮祭
  午後 ４ 時 ずいき祭終了奉告祭
 21日 午前 10 時 一條天皇行幸始祭（中祭式）
     秋季摂末社奉饌
 25日 午前 ９ 時 月次祭　夕神饌
 29日 午後 ２ 時 余香祭

［10月］
10月１日～５日　ずいき祭

［11月］
11月 １日 午前 10 時 月首祭
 ３日 午前 10 時 明治祭
 15日 午前 10 時 月次祭
 23日 午前 10 時 新嘗祭（大祭式）
 25日 午前 ９ 時 月次祭 
  午後 ４ 時 夕神饌
 26日 午前 11 時 御茶壷奉献奉告祭
 27日 午前 10 時 摂社和泉殿社例祭
 30日 午前 10 時 赤柏祭 
［12月］
12月 １日 午前 ９ 時 月首祭
  午前 10 時 献茶祭
 13日 午前 ８ 時半 大福梅授与
 15日 午前 10 時 月次祭
 17日 午前 ９ 時 御煤払い
 23日 午前 10 時 天長祭
 25日 午前 ９ 時 月次祭
  午後 ４ 時 夕神饌
 28日 午前 ９ 時 注連縄飾り
 31日 午後 ４ 時 大祓式
  午後 ７ 時 除夜祭
  午後 ７ 時半 鑽火祭
  午後10時～午前３時　火縄授与 

［10月］
10月 １日 献茶祭保存会 藤原 宗順  （明月舎）
 12日 梅交会 西澤 宗房 （松向軒）
 15日 献茶祭保存会 木村 宗光 （明月舎）
  松向軒保存会 土本 宗丘  （松向軒）
 26日 紫芳会 井田 宗美 （松向軒）
［11月］
11月 １日 献茶祭保存会 常廣 宗真 （明月舎）
 ９日 梅交会 村岸 宗紫 （松向軒）
 15日 献茶祭保存会 松山 宗泉  （明月舎）
  松向軒保存会 福田 宗知 （松向軒）
 23日 紫芳会 今村 宗幸 （松向軒）
［12月］
12月 １日 献茶祭 
 14日 梅交会 扶桑会 （松向軒）
 15日 献茶祭保存会 休会 （明月舎）
  松向軒保存会 奥野 宗冨 （松向軒）
 28日 紫芳会 休会 （松向軒）

月釜献茶（10月１日～12月31日）

大祓
　12月31日斎行され、一年間の罪や穢れを託し
た人形を祓い、清め、清々しい身体で新年を迎える。

終い天神
　12月25日は、今年の縁日を締
めくくる終い天神で、多くの露店
が並び、正月商品を購入する参拝
者でにぎわう。

火之御子社鑚火祭
            と火縄授与
　12月31日夜、摂社・火
之御子社神前で古式によっ
て浄火が鑚りだされ、それ
による火縄の授与が行わ
れる。

12月25日

12月31日

12月31日



　
「
深
志
の
天
神
さ
ま
」
と

し
て
、
信
州
松
本
城
下

南
深
志
の
地
で
篤
い
信
仰

を
集
め
て
い
る
深
志
神

社
（
長
野
県
松
本
市
、
遠

藤
久
芳
宮
司
）
の
天
満
宮

御
鎮
座
四
百
年
祭
が
七
月

二
十
六
・
二
十
七
の
両
日
に

わ
た
り
斎
行
さ
れ
、
当
宮

か
ら
橘
重
十
九
宮
司
が
来

賓
と
し
て
参
列
し
、
玉
串

拝
礼
し
た
。

　

深
志
神
社
は
、
南
北
朝

時
代
、
信
濃
国
守
護
・
小

笠
原
貞
宗
公
が
諏
訪
明
神(

宮
村
宮)

を
祀
っ
た
の
が
創
建
と
さ

れ
、慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）、松
本
城
主
・
小
笠
原
秀
政
公
が
、

北
野
天
満
宮
の
御
分
霊
を
勧
請
、
宮
村
宮
の
隣
に
並
び
祀
ら
れ

た
。

　

天
満
宮
ご
鎮
座
四
百
年
祭
の
祭
典
は
、
七
月
二
十
六
日
午
前

十
時
か
ら
全
国
天
満
宮
梅
風
会
理
事
・
役
員
参
列
の
も
と
斎
行

さ
れ
、
全
国
天
満
宮
梅
風
会
会
長
よ
り
祝
意
が
表
さ
れ
た
。
祭

典
後
、
橘
宮
司
が
来
賓
を
代
表
し
「
学
都
松
本
の
誇
り
と
し
て

今
後
益
々
の
ご
発
展
を
お
祈
り
し
ま
す
」
と
、
挨
拶
し
た
。
さ

ら
に
当
宮
か
ら
四
百
年
祭
を
祝
し
贈
っ
た
紅
白
の
梅
を
遠
藤
、

橘
両
宮
司
が
記
念
植
樹
し
た
。

ま
た
、
神
楽
殿
で
の
祝
い
餅
投
げ
や
神
輿
渡
御
、
書
道
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
・
舞
楽
・
民
謡
な
ど
の
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
、
翌

二
十
七
日
も
奉
祝
奉
納
行
事
が
賑
や
か
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

尚
、
明
年
は
長
野
県
に
お
い
て
深
志
神
社
当
番
に
よ
る
第

四
十
九
回
全
国
天
満
宮
梅
風
会
全
国
総
会
が
開
催
さ
れ
る
。

記念植樹 天満宮御鎮座 400 年大祭

　

公
開
中
の
映
画
「
舞
妓
は
レ
デ
ィ
」

の
周
防
正
行
監
督
、
主
演
女
優
の
上
白

石
萌
音
さ
ん
が
、
上
七
軒
歌
舞
会
の
芸

舞
妓
七
人
と
と
も
に
九
月
二
十
四
日
、

当
宮
へ
ヒ
ッ
ト
御
礼
の
参
拝
を
し
た
。

　

一
行
は
本
殿
前
で
鈴
を
振
り
、
二
拝

二
拍
手
一
拝
の
作
法
で
参
拝
し
た
。
こ

の
後
、
授
与
所
で
技
芸
上
達
の
お
守
り

と
祈
願
絵
馬
を
授
か
り
、
境
内
北
西
隅

の
元
の
場
所
に
戻
っ
た
牛
舎
の
絵
馬
掛

け
所
に
絵
馬
を
掛
け
、
牛
の
頭
を
撫
で
、

亀
石
を
触
っ
て
映
画
の
さ
ら
な
る
ヒ
ッ
ト
を
祈
願
し
た
。

　
「
舞
妓
は
レ
デ
ィ
ー
」
は
、
舞
妓
を
目
指
す
少
女
の
成
長
を
描
い
た

映
画
で
、
上
七
軒
は
映
画
の
花
街
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

映
画
「
舞
妓
は
レ
デ
ィ
」
の

監
督
・
主
演
女
優
ら
が
ヒ
ッ
ト
御
礼
参
拝
！

祝い餅投げ



幼児詩作の段 

同
志
社
大
学
文
学
部
教
授　
　

竹
居 

明
男

道
真
公
、
十
一
歳
に
し
て
初
め
て
詩
を
詠
む 

│
「
幼
児
詩
作
」
の
段

　

道
真
公
は
、
早
く
も
五
歳
の
時
に
、
庭
の
紅
梅
を
眺
め

て
「
美
し
や
紅
の
色
な
る
梅
の
花
、
あ
こ
が
顔
に
も
つ
け

た
く
ぞ
あ
る
」（「
あ
こ
」
は
、
道
真
公
の
幼
名
と
さ
れ
る
）

と
い
う
和
歌
を
詠
じ
て
人
々
を
驚
嘆
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
史
実
と
し
て
の
確
証
は
無
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
大
宰
府
左
遷
以
前
の
詩
文
を
集
大
成
し

た
『
菅
家
文
草
』
の
第
一
巻
の
巻
頭
に
は
（
以
下
、
漢
文

の
原
表
記
を
書
き
下
し
に
改
め
る
）、「
時
に
年
十
一
な
り
。

厳
君
（
＝
父
の
是
善
）、
田
進
士
（
＝
島
田
忠
臣
）
を
し
て

試
み
し
め
、
予
、
始
め
て
詩
を
言
ふ
。
故
に
篇
首
に
載
す
」

と
の
注
記
を
添
え
て
「
月
の
輝
く
は
晴
れ
た
る
雪
の
ご
と

し
、
梅
花
は
照
れ
る
星
に
似
た
り
、
憐
れ
ぶ
べ
し
金
鏡
の

転か
い
ろぎ

て
、
庭
上
に
玉
房
の
馨
れ
る
こ
と
を
」
の
五
言
絶
句

が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
島
田
忠
臣
（
八
二
八
〜
九
二
）
は
、

是
善
の
門
人
で
、
少
年
道
真
の
指
導
に
あ
た
り
、
後
に
は

道
真
公
の
岳
父
と
な
っ
た
。

　

同
書
に
は
、
続
い
て
「
十
有
四
」
歳
の
作
「
臘
月
に
独
り

興
ず
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
を
収
載
し
て
い
る
が
、
以
上

の
二
つ
の
作
品
を
基
に
し
た
絵
巻
本
段
の
詞
書
で
は
、「
相

公
の
才
智
に
も
、
ほ
と
〳
〵
勝
り
給
ひ
け
り
。
天
下
に
並
び

な
き
人
に
お
は
し
ま
し
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
父
を
も

し
の
ぐ
道
真
公
の
才
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
国
宝 

北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
を
読
む

第
三
回

　

こ
れ
に
対
す
る
画
面
で
は
、
左
手
の
畳
を
敷
き
詰
め
た

建
物
の
中
に
、
父
是
善
の
傍
ら
で
、
文
机
に
向
か
っ
て
詩

作
に
ふ
け
る
道
真
公
の
姿
が
描
か
れ
、
右
手
の
紅
白
梅
の

咲
き
匂
う
坪
庭
に
沿
っ
た
簀
子
縁
に
は
三
人
の
人
物
が
配

さ
れ
、
そ
の
内
の
一
人
に
文
を
手
渡
そ
う
と
す
る
庭
上
の

人
物
も
見
え
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
何
人
か
の
人
物
の
姿

が
描
か
れ
る
が
、
彼
ら
の
画
面
上
の
意
味
な
い
し
役
割
は

必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

父
に
代
わ
っ
て
「
大
戒
論
序
」
を
草
す
る 

│
「
大
戒
論
序
執
筆
」
の
段

　

続
く
場
面
で
も
、
格
子
を
上
げ
、
妻
戸
を
押
し
開
い
た

一
室
に
て
、
白
地
の
直
衣
姿
の
是
善
に
対
座
し
て
い
る
、

茶
色
の
狩
衣
姿
の
道
真
公
が
、
画
面
の
中
心
で
あ
る
。
た

だ
し
公
は
、
硯
箱
を
傍
ら
に
、
手
に
し
た
懐
紙
に
染
筆
し

て
い
る
姿
で
あ
り
、
そ
の
右
手
の
奥
に
は
鈍に

び
い
ろ色

の
僧
衣
に

袈
裟
を
懸
け
た
一
人
の
僧
侶
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
僧
侶
は
誰
で
、
ま
た
道
真
公
は
何
を
執
筆
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
段
に
対
応
す
る
詞
書
は
か
な
り
の
長
文
で
、
漢
文

体
の
文
章
も
交
え
て
い
る
が
、
話
の
内
容
は
こ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
昔
、
日
本
天
台
宗
の
開
祖
・
伝
教
大
師
最
澄
が
『
顕

戒
論
』
三
巻
を
執
筆
し
、
南
都
諸
寺
院
の
反
撃
に
抗
し
て
、

や
が
て
比
叡
山
に
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
見
た
に
も
か
か
わ



大戒論序執筆の段

ら
ず
、
な
お
紛
糾
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
歎
い
た
慈

覚
大
師
円
仁
が
新
た
に
『
顕
揚
大
戒
論
』
執
筆
に
と
り
か

か
っ
た
が
、
志
し
半
ば
に
し
て
倒
れ
た
た
め
、
そ
の
遺
志

を
受
け
継
い
で
『
大
戒
論
』
を
完
成
し
た
の
が
安
恵
（
安
慧
）

和
尚
（
七
九
五
〜
八
六
八
）
で
あ
る
。

　

や
が
て
安
恵
が
、
こ
の
書
を
携
え
て
是
善
邸
を
訪
問
し
、

そ
の
序
文
の
執
筆
を
依
頼
し
た
の
が
、
直
接
の
発
端
で
あ

る
。
し
か
し
是
善
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
「
此
の
文
は
朝
家
の

枢
楗
な
り
、衆
生
の
依
拠
な
り
。
自
ら
は
え
書
か
じ
。」
と
て
、

道
真
公
に
執
筆
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
貞

観
八
年
（
八
六
六
）
の
こ
と
で
、
道
真
公
は
ま
だ
二
十
二

歳
で
文
章
生
の
身
分
で
あ
っ
た
が
、
見
事
、
父
親
の
期
待

に
応
え
て
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

公
が
、
同
書
の
序
文
を
執
筆
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、

先
述
の
作
品
集
『
菅
家
文
草
』
の
第
七
巻
に
、「
貞
観
八
年

（
八
六
六
）、
家
君
の
教
へ
に
依
り
、
天
台
安
慧
座
主
の
為

に
製
す
る
所
な
り
」
と
の
注
記
を
付
し
て
全
文
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
の
段
の
詞
書
で
は
、
こ
の
序
文
が
、「
昨
日
、

今
日
ま
で
も
、
戒
の
大
小
の
相
論
、
宗
の
権ご

ん
じ
つ実

の
諍
ひ
に

は
、
天
台
宗
の
学
者
の
製
作
、
現
人
神
の
筆
作
な
れ
ば
と
て
、

規
模
の
証
拠
に
は
出
し
侍
る
な
れ
」
と
の
高
い
評
価
を
得

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
序
文
の
一
部
を
原
文
で
引
用
し

た
上
で
、
さ
ら
に
末
尾
を
「
あ
は
れ
目
出
た
き
権
者
の
内

外
の
利り

や
く益

か
な
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

由
来
、
北
野
社
（
北
野
天
満
宮
）
を
拠
点
と
す
る
天
神

信
仰
の
生
成
・
展
開
と
、
最
澄
を
開
祖
と
す
る
日
本
天
台

宗
と
の
関
係
は
深
く
、
縁
起
中
の
本
段
は
、
そ
の
最
も
顕

著
な
一
例
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
本
縁
起
の
第
一
巻
は
、
こ
の
段
を
も
っ
て
終
わ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
東
洋
美
術
史
家
ア

ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ロ
ノ
サ
。
明
治
時
代
日

本
美
術
を
高
く
評
価
、
世
界
に
紹
介
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

当
時
の
日
本
の
美
術
行
政
、
文
化
財
保

護
行
政
に
深
く
関
わ
り
、
岡
倉
天
心
ら
を

同
行
し
て
近
畿
地
方
の
古
社
寺
宝
物
調
査

を
行
っ
た
。

　

北
野
天
満
宮
の
﹃
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
﹄

に
つ
い
て
、
﹁
こ
の
絵
巻
物
は
、
ダ
ン
テ

の
詩
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
お
け
る
が

如
く
、
全
世
界
中
の
美
術
上
の
最
貴
重
物
、

希
世
の
宝
物
﹂
と
評
価
さ
れ
、
天
満
宮
に

感
激
さ
れ
た
直
筆
の
評
が
届
け
ら
れ
て
い

る
。

フェノロサ自筆の評



天
満
宮 

歴
史
の
一
齣

京
都
大
学
名
誉
教
授

　
　
　
　
　
　

藤
井 

譲
治

【
表
】　
麹
室
の
所
在

23 

北
櫛
笥 

酒
屋

24 

大
と
の
へ
大
内
坊
東
頰 

酒
屋

25 

大
と
の
へ
正
親
町
西
北
頰 

土
蔵
に
室
な
し

26 

大
内
大
路
北
頰 

酒
屋

27 

大
と
の
へ
□
内
殿
西
頰 

土
蔵

28 

大
と
の
へ
主
殿
工
事
西
頰
北
端 

土
蔵

29 

四
条
坊
門
京
極
東
南
頰 

酒
屋

30 

四
条
坊
門
烏
丸
南
東
頰 

―

31 

清
水
き
や
う
か
く
寺
下
北
頰 

き
く
や

32 

清
水
坂
ふ
か
井
前 

酒
屋

33 

千
本 

―

34 

清
水
霊
山 

室

35 

清
水
や
ふ
の
内 

―

36 

清
水
主
典
蔵 

―

37 

武
者
小
路
室
町
北
頰 

酒
屋

38 

武
者
小
路
町
北
頰 

土
蔵

39 

清
水
六
波
羅 

酒
屋

40 

武
者
小
路
出
雲
路
日
頰 

土
蔵

41 

転
法
輪
万
里
小
路
東
北
頰 

酒
屋

42 

転
法
輪
京
極
西
頰 

酒
屋

43 

楊
梅
東
洞
院
六
条
の
間
西
頰 

―

44 

清
水
京
極
た
う
の
う
え 

―

45 

清
水
分
田
原
南
頰 

倉

46 

清
水
六
道
の
前 

―

47 

清
水
出
口
北
頰 

土
蔵

48 

こ
な
ん
し
の
し
た 

麹
屋

49 

清
水
ね
す
み
と
の
く
ら 

―

50 

四
条
坊
門
富
小
路
錦
小
路
の
間
西
頰 

酒
屋

51 

五
条
坊
門
堀
川
南
井
波
頰 

酒
屋

52 

五
条
坊
門
猪
熊
高
辻
の
間
西
頰 

酒
屋

　
  

応
永
二
十
六
年
の
酒
屋
請
文

　

  　
 

│「
北
野
西
京
神
人
文
書
」よ
り
│

　

国
の
重
要
文
化
財
指
定
さ
れ
た
「
北
野
西
京

神
人
文
書
」
の
な
か
に
、
酒
麹
の
製
造
を
し
な

い
こ
と
を
約
束
し
た
麹
室
を
持
つ
洛
中
洛
外
の

商
人
が
出
し
た
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
の

請
文
（
誓
約
書
）
五
二
通
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
請
文
は
、
こ
の
年
、
九
月
一
二
日
に
五
代

将
軍
足
利
義
持
が
、
西
京
神
人
に
「
洛
中
辺
土
」

の
「
麹
室
」
の
独
占
を
認
め
た
こ
と
に
伴
っ
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
一
つ

を
あ
げ
よ
う
。

　
　

四
て
う
の
は
う
も
ん

　
　

あ
ふ
ら
の
こ
う
ち
と

　
　

に
し
の
と
う
い
ん
と
の

　
　

あ
わ
い
、
き
た
の
つ
ら

　
　

の
さ
か
や
の
む
ろ
の

　
　

事
、
く
は
う
よ
り

　
　

御
使
御
ら
ん
候
と
こ

　
　

ろ
に
こ
お
し
申
候
、

　
　

よ
ん
て
こ
日
の
た
め
に
状
如
件
、

　
　
　

お
う
ゑ
い
廿
六
年
十
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

さ
ぬ
き （
花
押
）

　
　

い
ま
よ
り
の
ち
む
ろ

　
　

お
つ
く
る
事
候
ハ
ゝ
、

　
　

町
人
と
し
て
ち
う

　
　

し
ん
申
入
候
へ
く
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
人
兵
へ
二
郎
（
略
押
）

　

内
容
は
、
四
条
坊
門
通
の
油
小
路
通
と
西
洞

院
通
の
間
の
北
頰
に
あ
る
酒
屋
の
室
に
つ
い
て
、

公
方
（
将
軍
）
よ
り
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
検
分

の
う
え
毀
た
れ
た
、
よ
っ
て
今
後
も
室
を
つ
く

ら
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、

年
号
の
あ
と
に
こ
の
麹
室
の
持
ち
主
で
あ
る「
さ

ぬ
き
（
讃
岐
）」
が
書
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
続
い
て
、そ
の
町
の
世
話
役
で
あ
る
「
町

人
、
兵
衛
二
郎
」
が
今
後
、
讃
岐
が
麹
室
を
作

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
町
人
と
し
て
注
進
す

る
と
保
証
文
言
を
添
え
て
い
る
。

　

五
二
人
の
請
文
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
時
、
少
な
く
と
も
洛
中
洛
外
に
五
二
軒
も

の
麹
室
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
は
、
五
二

軒
の
麹
室
の
所
在
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

表
に
よ
れ
ば
、
酒
屋
だ
け
で
な
く
土
倉
に
も
麹
室

を
持
つ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

麹
室
の
多
く
は
、四
条
通
よ
り
南
、楊
梅
小
路
（
五

条
通
の
一
筋
南
）
よ
り
北
、
高
倉
通
よ
り
西
、
猪

熊
通
よ
り
東
の
下
京
に
集
中
し
、
ま
た
洛
中
で
は

清
水
周
辺

に
も
周
密

に
展
開
し

て
い
た
こ

と
が
わ
か

り
、
当
時

の
京
都
の

様
子
の
一

端
を
伝
え

て
く
れ
る
。

No   

住　
所 

所
持
者

1 

五
条
坊
門
室
町
西
南
頰 

土
倉

2 

五
条
坊
門
東
洞
院
南
東
頰 

倉
の
麹

3 

四
条
坊
門
室
町
六
角
の
間
東
頰 

酒
屋

4 

楊
梅
高
倉
東
南
頰 

酒
屋

5 

五
条
坊
門
烏
丸
と
東
洞
院
の
間
南
頰 

材
木
屋

6 

五
条
坊
門
室
町
綾
小
路
の
間
西
頰 

酒
屋

7 

四
条
坊
門
町
西
北
頰 

土
倉

8 

五
条
坊
門
油
小
路
高
辻
の
間 

酒
屋

9 

楊
梅
町
北
西
の
頰 

酒
屋

10 

楊
梅
町
北
西
頰 

酒
屋

11 

五
条
坊
門
烏
丸
南
西
頰 

酒
屋

12 

楊
梅
室
町
西
南
頰 

倉

13 

五
条
坊
門
油
小
路
西
洞
院
の
間
南
頰 

酒
屋

14 

楊
梅
烏
丸
南
西
頰 

酒
屋

15 

楊
梅
高
倉
六
条
の
間
南
西
頰 

酒
屋

16 

四
条
大
宮
東
南
頰 

麹
室

17 
四
条
坊
門
油
小
路
西
当
院
の
間
北
頰 

酒
屋

18 
四
条
坊
門
六
角
の
間
油
小
路
東
頰 

酒
屋

19 

五
条
坊
門
猪
熊
北
西
頰 

酒
屋

20 

四
条
坊
門
油
小
路
西
南
頰 

倉

21 

二
条
東
洞
院
北
東
頰 

酒
屋

22 

楊
梅
町
六
条
の
間
東
頰 

―



●
ボ
ー
イ
隊
と
カ
ブ
隊
の
夏
キ
ャ
ン
プ

　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
京
都
第
八
十
五
団
（
本
部
・

当
宮
）
の
ボ
ー
イ
隊
の
夏
キ
ャ
ン
プ
が
八
月
五
日

か
ら
八
日
ま
で
京
丹
後
市
の
タ
カ
ジ
ン
ラ
ン
ド
久

美
浜
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
で
十
二
人
が
参
加
し
て

行
わ
れ
た
。テ
ン
ト
の
設
営
を
し
、海
水
浴
や
釣
り
・

肝
試
し
・
天
体
観
測
・
技
能
訓
練
・
キ
ャ
ン
プ
フ

ァ
イ
ア
ー
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
連
日
班
会
議
を

開
い
て
団
の
団
結
を
強
め
た
。

　

ま
た
、
カ
ブ
隊
の
夏
キ
ャ
ン
プ
は
八
月
八
日
と

九
日
の
両
日
、
近
江
八
幡
市
の
休
暇
村
近
江
八
幡

キ
ャ
ン
プ
場
に
六
人
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
第
八
十
五
団
だ
よ
り

神
若
会
だ
よ
り

　

京
都
府
南
丹
市
日
吉
町
胡
麻
の
夏
祭
り
が
八
月

三
十
日
に
開
催
さ
れ
、
天
神
太
鼓
会
が
和
太
鼓
の

演
奏
を
行
っ
た
。
平
成

十
五
年
に
復
活
し
た

「
胡
麻
の
夏
」
の
催
し

で
、
今
年
で
十
一
回
目

を
数
え
る
行
事
。「
三

宅
」「
一
心
」
な
ど
約

十
曲
を
披
露
し
、
地

元
住
民
の
耳
を
楽
し

ま
せ
た
。

●
京
都
洛
中
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
Ｆ
Ｍ
時
計

　

京
都
洛
中
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
（
長
谷
川
哲
也

会
長
）
が
一
の
鳥
居
東
側
に
あ
る
石
の
時
計
塔
に

嵌
め
込
む
Ｆ
Ｍ
時
計
を
奉
納
さ
れ
、
八
月
六
日
午

前
七
時
半
か
ら
本
殿
に
会
員
約
二
十
人
の
参
列
の

下
、
奉
納
奉
告
祭
を
斎
行
し
た
。

　

こ
の
時
計
塔
は
、
昭
和
五
十
六
年
、
同
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
奉
納
さ
れ
、
参
拝
者
ら
に
親
し
ま

れ
て
き
た
が
、
先
ご
ろ
嵌
め
込
ん
だ
時
計
が
故
障
、

修
理
不
能
と
な
っ
て
い
た
。
長
谷
川
会
長
は
「
故

障
し
困
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
新
し
い
Ｆ
Ｍ
時
計

を
奉
納
さ
せ
て
頂
い
た
」
と
、
話
さ
れ
て
い
た
。

　

同
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
、
平
成
二
十
年
に
結

成
三
十
五
周
年
を
記
念
し
中
庭
に
あ
る
「
渡
邊
綱

石
灯
籠
」
の
覆
屋
を
、
ま
た
、
昨
年
は
結
成
四
十

周
年
記
念
と
し
て
東

門
鳥
居
前
に
狛
犬
一

対
を
奉
納
さ
れ
て
い

る
。

　

祭
典
後
、
社
務
所

で
開
か
れ
た
早
朝
例

会
の
席
上
、
橘
宮
司

か
ら
長
谷
川
会
長
に

感
謝
状
が
手
渡
さ
れ

た
。

氏
子
講
社
だ
よ
り

●
理
事
会
開
催

　

氏
子
講
社
（
中
井
宗
一
講
社
長
）
の
理
事
会

が
九
月
四
日
午
後
四
時
か
ら
講
社
員
多
数
出
席

の
も
と
社
務
所
で
行
わ
れ
、
平
成
二
十
五
年

度
決
算
報
告
を
了
承
し
、
今
年
の
瑞
饋
祭
の
巡

　

京
都
市
教
育
委
員
会
の
「
ゴ
ー
ル
デ

ン
・
エ
イ
ジ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
講
座
」
が

十
月
十
日
、
中
京
区
の
京
都
ア
ス
ニ
ー

四
階
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、
加
藤
迪
夫

権
宮
司
が
「
京
都
人
の
知
ら
な
い
北
野

天
満
宮
・
天
神
信
仰
」
と
題
し
て
講
演

し
た
。

　

今
回
は
「
紅
葉
も
え
る
京
の
名
勝
」

が
講
演
テ
ー
マ
で
あ
り
、
当
宮
の
史
跡

御
土
居
と
も
み
じ
苑
、
北
野
天
満
宮
の

霊
験
・
由
来
、
平
安
京
と
北
野
天
満
宮
、

天
神
信
仰
と
菅
原
道
真
公
な
ど
の
六
項

目
に
つ
い
て
、
丁
寧
か
つ
解
り
易
く
解

説
し
、
お
よ
そ
七
百
人
も
の
参
加
者
が

耳
を
傾
け
た
。

奉　

納

梅
風
会
だ
よ
り

●
全
国
天
満
宮
梅
風
会
京
都
府
支
部
総
会

　

平
成
二
十
六
年
度
の
全
国
天
満
宮
梅
風
会
京

都
府
支
部
（
出
雲
路
敬
直
支
部
長
）
の
総
会
・

一
日
研
修
が
九

月
十
九
日
、
奈

良
県
桜
井
市
で

開
か
れ
た
。

　

四
十
人
（
当

宮
か
ら
は
四
人
）

が
参
加
し
、
桜

井
市
の
與
喜
天

満
神
社
に
正
式

参
拝
、
真
言
宗

豊
山
派
の
総
本

山
長
谷
寺
を
拝

観
し
た
後
、
総

会
を
開
き
、
平

成
二
十
五
年
度

の
活
動
報
告
な

ど
を
承
認
し
た
。

こ
の
後
、
大
神

神
社
の
自
由
参

拝
、
三
輪
の
町

並
み
な
ど
を
見

学
し
た
。

行
に
際
し
て
の
担
当

学
区
や
講
、
巡
行
路

の
確
認
な
ど
を
し
た
。

席
上
、
約
三
百
本
に

の
ぼ
る
「
奉
祝
幟
（
の

ぼ
り
）」
が
氏
子
崇
敬

者
か
ら
奉
納
さ
れ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

敬神の軌跡

京
都
ア
ス
ニ
ー
講
演　
加
藤
権
宮
司

講演の様子



敬神の軌跡

天
神
さ
ん

 
 

思
い
出
写
真
館

　

今
号
も
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
春

に
斎
行
さ
れ
た
一
千
年
大
萬
燈
祭
の
写
真
集
か
ら
の
一
枚
で
あ
る
。

　

写
真
に
は
「
紙
屋
川
堤
上
貴
賓
接
待
所
」
の
写
真
説
明
が
あ
り
、
明
治

三
十
五
年
四
月
二
十
一
日
撮
影
と
、
珍
し
く
撮
影
年
月
日
ま
で
書
か
れ
て

い
る
。
御
土
居
の
上
に
大
萬
燈
祭
の
た
め
の
貴
賓
接
待
所
が
設
け
ら
れ
た

よ
う
だ
が
、
ど
の
辺
り
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
『
千
年
祭
北
野
会
誌
』
に
は
、「
在
来
の
茶
室
を
修
理
し
、
そ
ば
に
茅
葺

の
四あ
ず
ま
や阿
を
建
て
、
茶
室
と
併
せ
て
こ
れ
を
貴
賓
席
と
な
す
」
と
あ
り
、
見

え
て
い
る
建
物
が
貴
賓
接
待
所
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
堀
立
柱
大
和
葺
の

仮
屋
を
設
け
、
亀
屋
会
本
部
と
な
す
…
」
の
文
言
が
あ
る
。
写
真
右
端
の

小
さ
な
建
物
に
掲
げ
ら
れ
た
幟
に
「
亀
屋
会
」
の
文
字
が
読
み
取
れ
、
四

人
ほ
ど
の
人
物
が
写
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
か
？

　

同
誌
に
よ
る
と
、
亀
屋
会
と
は
、
京
都
市
内
の
お
菓
子
屋
さ
ん
で
亀
屋

を
商
号
と
す
る
十
六
店
で
組

織
さ
れ
て
お
り
、
一
千
年
祭

に
協
賛
し
、
貴
賓
は
も
と
よ

り
一
般
参
拝
者
の
接
待
に
も

応
じ
た
い
旨
の
申
し
入
れ
が

あ
り
、
土
地
を
貸
与
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

大
祭
期
間
中
、
亀
屋
会
の

各
会
員
が
大
祭
に
ち
な
ん
で

創
っ
た
お
菓
子
を
陳
列
台
の

上
に
並
べ
、
各
店
の
主
人
や

店
員
が
交
代
で
接
待
に
当

た
っ
た
と
い
う
。

天
神
さ
ん
の
細
道

天
神
さ
ん
七
不
思
議
︿
そ
の
二
﹀

天
て

ん 

狗ぐ 

山
や

ま

白
枠
部
分
拡
大
図

北
野
社
絵
図

　

天
満
宮
の
乾
方
位
、
す
な
わ
ち
境
内
北

西
の
角
に
は
、
天
狗
山
と
呼
ば
れ
る
小
山

が
あ
る
。

　

室
町
時
代
の
『
北
野
社
絵
図
』（
北
野

曼
荼
羅
図
）
に
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
烏
天
狗

が
描
か
れ
て
い
る
。
大
昔
、
こ
の
辺
り
に

は
天
狗
が
出
没
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

 

こ
の
場
所
に
は
往
古
よ
り
牛
祠
が
祀
ら

れ
、
一
願
成
就
の
祠
と
し
て
信
仰
を
集
め

て
い
る
。

挙
式
さ
れ
た
皆
様
︵
七
月
～
十
月
︶

七
月　

二
十
日　
　

井
上　

直
樹
・
麻
紗
巳 

ご
夫
妻

八
月
二
十
四
日　
　

北
野　

隆 

・
尚
美 

ご
夫
妻

九
月　

十
三
日　
　

西
村　

亮 

・
雅
美 

ご
夫
妻

九
月　

十
五
日　
　

中
田　

雄
太
・
友
梨 

ご
夫
妻

九
月　

十
五
日　
　

中
江　

拓
哉
・
麻
理
子 

ご
夫
妻

九
月
二
十
一
日　
　

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ア
ラ
ン
ス
ミ
ス
・
優
子　

ご
夫
妻

十
月　

十
一
日　
　

森　
　

匡
史
・
歩 

ご
夫
妻

十
月　

十
一
日　
　

岡
田　

智
樹
・
康
子 

ご
夫
妻

十
月　

十
二
日　
　

足
羽　

剛 

・
尚
美 

ご
夫
妻

十
月　

十
三
日　
　

髙
田　

裕
二
・
セ
リ
ー
ヌ 

ご
夫
妻

十
月　

十
八
日　
　

髙
橋　

徹
・
美
香 

ご
夫
妻

十
月　

十
八
日　
　

山
田　

圭
亮
・
恵
理
香 

ご
夫
妻

十
月　

十
九
日　
　

西
田　

喜
平
次
・
礼
美 

ご
夫
妻

十
月　

十
九
日　
　

宮
川　

信
太
郎
・
美
保 

ご
夫
妻

新
郎
新
婦
様
、
御
両
家
の
皆
様
の

　
　
　

末
永
い
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

八
月　
　

六
日
（
水
）　

京
都
洛
中
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

八
月
二
十
七
日
（
水
）　

宝
徳
稲
荷
大
社

九
月　
　

十
日
（
水
）　

明
治
神
宮
巫
女
研
修
旅
行
一
行

十
月　
　

七
日
（
火
）　

長
良
天
神
神
社
奉
賛
会

十
月　

二
十
日
（
月
）　

白
山
神
社
総
代
方

正
式
参
拝
さ
れ
た
皆
様
︵
敬
称
略
︶︵
八
月
～
十
月
︶



菅
公
は
詩
歌
に
優
れ
、
多
く
の
名
歌
を
詠
わ
れ
ま
し
た
。

室
町
時
代
に
は
﹁
和
歌
の
神
﹂
と
仰
が
れ
、
さ
ら
に
柿
本
人
麻
呂
と
山
部
赤
人
と
並
ん
で
﹁
和
歌
三
神
﹂
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

献 

詠

九
月
﹁
名
月
﹂

濱
崎
加
奈
子
選

八
月
﹁
送
り
火
﹂

七
月
﹁
夏
越
﹂

敬神の軌跡

天
候
の
極
端
な
る
を
い
か
に
せ
む

　
　

旧
盆
す
ぎ
て
仰
ぐ
夕
月

父
母
と
我
昭
和
の
月
を
見
て
育
ち

　
　

孫
三
人
は
平
成
生
ま
れ

な
が
つ
き
の
名
月
む
か
ふ
る
も
て
な
し
に

　
　

な
き
母
作
り
し
兎
そ
な
へ
て     

名
月
の
萩
の
夕
べ
に
文
芸
の

　
　

行
灯
連
ね
韻
事
に
更
け
る

銃
弾
は
地
上
に
落
ち
て
名
月
を

　
　

語
る
人
な
き
国
境
の
町

名
月
の
名
歌
か
ず
数
詠
ま
れ
け
り

　
　

月
仰
ぎ
観
て
何
と
詠
む
ら
ん

楽
し
き
も
憂
ひ
惑
ひ
も
安
ら
ぎ
も

　
　

遥
か
に
照
ら
す
月
ぞ
清
か
に

む
ら
き
も
の
心
尽
く
し
て
も
て
な
さ
む

　
　

澄
み
た
る
天そ
ら

の
十
五
夜
の
月

嵐
山
朝
は
紅
葉
の
大
堰
川

　
　

更
け
て
名
月
渡
月
橋
か
な

か
か
や
け
る
月
に
桂
の
墨
絵
し
て

　
　

た
け
き
や
さ
し
き
ひ
と
皆
の
夜

福
井
県 

武
曽　

豊
美

　
大
阪
府 

村
島　

麗
門

　
愛
知
県 

鈴
木　

幸
子

　
京
都
市 

今
井　

輝
子

　
岐
阜
県 
波
多
野
千
寿
子

　
神
戸
市 

斎
藤　

興
哉

　
京
都
市 

若
狭　

静
一

　
愛
知
県 

仁
枝　

尚
子

　

 京
都
市 

石
山　

裕
菜

　
東
京
都 

白
石　

雅
彦

　
長
岡
京
市 

智
野
利
恵
子

　

 京
都
市 

朝
比
奈 

栄
子

　
京
都
市 

田
口　

稔
恵

和
歌
に
な
ほ
千
年
の
齢
延
ぶ
る
な
り

　
　

唱
へ
て
く
ぐ
る
夏
越
の
茅
の
輪

大
原
の
築
百
年
の
古
民
家
は

　
　

ク
ー
ラ
ー
要
ら
ず
夏
を
越
え
な
む

三さ
ん

廻
り
夏な
ご
し越
の
は
ら
へ
茅ち

の
輪
く
ぐ
り

　
　

詣
ず
る
人
を
つ
つ
む
夕
風

は
や
夏
越
息
災
な
れ
と
思
ふ
わ
れ

　
　

心
見
す
へ
て
た
だ
前
を
向
く

蝉
時
雨
続
き
し
森
も
静
ま
り
て

　
　

夏
越
し
た
れ
ば
風
も
爽
や
か

初
孫
と
茅
の
輪
く
ぐ
れ
ば
夏
風
に

　
　

な
が
き
裳
裾
ぞ
翻
り
た
る

パ
ン
ド
ラ
の
箱
よ
り
出
で
し
者
た
ち
よ

　
　

戻
っ
て
お
い
で
夏
越
の
夜
に

人
形
に
我
が
罪
汚
れ
う
つ
し
け
り

　
　

名
越
の
祓
い
の
り
送
ら
む

左
右
ま
た
左
と
て
夏
越
の
輪

　
　

く
ぐ
り
く
ぐ
り
て
幸
祈
り
た
り

目
に
涼
し
水
無
月
の
菓
子

　
　

銅か
ね

風
鈴
夏
越
の
祓
京
の
風
物

水
無
月
の
夏
越
の
祓
賑
は
ひ
て

　
　

燕
す
る
り
と
茅
の
輪
を
く
ぐ
る

茅
ノ
輪
も
て
何
を
祓
ふ
や
幼
な
子
の

　
　

幾
重
に
く
ぐ
り
飽
く
こ
と
も
な
し

酷
熱
に
か
ぎ
ろ
ふ
白
き
形
代
は

　
　

お
の
が
穢
れ
の
重
き
に
ぞ
泣
く

福
井
県 

武
曽　

豊
美

　
大
阪
府 

村
島　

麗
門

　
愛
知
県 

鈴
木　

幸
子

　
京
都
市 

今
井　

輝
子

　
岐
阜
県 

波
多
野
千
寿
子

　
京
都
市 

若
狭　

静
一

　
京
都
市 

浅
井　

航
洋

　
京
都
市 

上
杉　
　

 

遥

　
東
京
都 

白
石　

雅
彦

　
京
都
市 

朝
比
奈
栄
子

盆
過
ご
し
電
波
飛
び
交
ふ
世
を
抜
け
て

　
　

み
祖
の
み
た
ま
送
り
火
に
去
る

旧
制
の
高
等
学
校
同
窓
と

　
　

糺
杜
に
送
り
火
見
つ
む

午
歳
の
観
音
ま
つ
り
父
母
の

　
　

光
る
送
り
火
灯
ろ
う
流
し

送
り
火
の
年
に
残
れ
る
焔
を
ば

　
　

手
合
は
せ
祈
る
我
橋
の
上

精
霊
を
送
る
今
宵
は
う
り
茄
子
を

　
　

馬
に
作
り
て
土
産
持
た
せ
る

異
国
に
は
常
に
戦
火
の
絶
え
ぬ
ま
ま

　
　

一
国
平
和
送
り
火
灯
る

盂
蘭
盆
の
終
り
に
焚
き
し
蚊
遣
火
に

　
　

亡
き
人
送
る
お
も
ひ
を
ぞ
す
る

降
る
雨
は
あ
は
で
別
れ
し
涙
か
な

　
　

煙
の
立
ち
て
霞
む
送
り
火

夏
の
夜
に
護
摩
木
の
炎
赤
々
と

　
　

絶
え
ぬ
声
明
五
山
揺
る
が
す

年
の
端
に
送
る
御
霊
ぞ
い
や
増
さ
る

　
　

我
が
世
の
か
ぎ
り
手
向
け
を
ば
せ
む

　
福
井
県 

武
曽　

豊
美

　
大
阪
府 

村
島　

麗
門

　
愛
知
県 

鈴
木　

幸
子

　
岐
阜
県 

波
多
野
千
寿
子

　
京
都
市 

若
狭　

静
一

　
愛
知
県 

仁
枝　

尚
子

　
長
岡
京
市 

智
野
利
恵
子

　
京
都
市 

石
山　

裕
菜

　
東
京
都 

白
石　

雅
彦

　
京
都
市 

朝
比
奈
栄
子

●
献
詠
奉
納
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
北
野
天
満
宮
献
詠
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
評
】
月
は
人
を
物
思
い
へ
と
導
く
。
悲
し
き
時
は
月
に
心
を
寄
せ
て
慰
み
、
楽

し
き
時
も
ま
た
自
ら
の
心
を
月
に
映
す
。
そ
う
し
て
数
々
の
名
歌
が
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
。

【
評
】
浄
化
。
人
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
罪
を
お
か
し
、
穢
れ
を
ま
と
う
。

こ
れ
を
水
に
流
す
の
は
日
本
人
の
思
想
。
水
辺
の
茅
を
用
い
る
の
も
そ
の
ゆ
え

で
あ
る
。

【
評
】
故
人
を
思
い
手
を
あ
わ
せ
る
時
間
。
送
り
火
に
京
を
訪
れ
た
人
々
も
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
火
が
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な

い
で
く
れ
る
。

本

頬

桃

花 曇

玉

襲

夕 凪

瓜

待 宵

芋 葉

刈 田

鹿

凛

祈 り

平成27年 兼題

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

御旅所

10月

余香祭

11月

12月



 

北
野
天
満
宮
は
、
菅
原
道
真
公(

菅
公)

を
お
祀
り
し
た
神

社
の
総
本
社
で
、
天
暦
元
年(

九
四
七)

に
創
建
さ
れ
て
以
来
、

「
北
野
の
天
神
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。

 

境
内
西
側
に
は
、
天
正
十
九
年(

一
五
九
一)

豊
臣
秀
吉
公

が
洛
中
洛
外
の
境
界
と
し
て
、
ま
た
水
防
の
た
め
に
築
い
た
土

塁
「
御
土
居
」
の
一
部
が
残
り
、史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

そ
の
史
跡
御
土
居
に
は
、
現
在
で
も
か
つ
て
か
ら
の
自
然
林

が
残
り
、
四
季
折
々
の
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

な
か
で
も
、
秋
の
紅
葉
は
菅
公
が
こ
よ
な
く
愛
で
ら
れ
た
梅

と
同
様
に
御
緑
の
樹
木
で
、御
土
居
一
帯
に
お
よ
そ
二
五
〇
本
。

樹
齢
三
五
〇
年
か
ら
四
〇
〇
年
に
及
ぶ
古
木
が
姿
を
残
し
、
菅

公
の
御
神
徳
を
偲
ぶ
が
ご
と
く
鮮
や
か
に
季
節
を
彩
り
ま
す
。

 

ま
た
、
御
土
居
に
は
、
か
つ
て
紙
漉
き
場
で
あ
っ
た
紙
屋
川

が
流
れ
て
お
り
、
赤
や
黄
に
見
事
に
染
ま
っ
た
木
々
が
水
面
に

映
え
わ
た
り
、
見
る
も
の
を
錦
秋
の
世
界
へ
と
誘
い
ま
す
。

◎
も
み
じ
苑
公
開
＝
十
一
月
一
日（
土
）〜
十
二
月
七
日（
日
）

◎
も
み
じ
苑
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

　
　
　
　

＝
十
一
月
十
五
日（
土
）〜
十
二
月
七
日（
日
）

◎
入
場
料
＝
大
人 

六
〇
〇
円
・
こ
ど
も 

三
〇
〇
円

◎
濃
茶
席
＝
お
一
人
様 

二
、〇
〇
〇
円
（
入
苑
料
込
）

　
　
　
　
　

十
一
月
十
五
日（
土
）〜
十
二
月
七
日（
日
）限
定



　

今
年
九
月
、
当
宮
所
蔵
「
北
野
西
京
神
人
文
書
（
き
た
の
に

し
の
き
ょ
う
じ
に
ん
も
ん
じ
ょ
）」
が
新
た
に
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
の
を
記
念
し
、
前
期
・
後
期
に
わ
か
れ
十
一
月
一

日
か
ら
宝
物
殿
に
て
特
別
展
『
よ
み
が
え
る
天
神
信
仰 

北
野

天
満
宮
の
宝
物̶

国
宝
・
重
要
文
化
財
の
数
々
』
を
開
催
し
ま

す
。

  

こ
の
特
別
展
で
は
、
当
宮
所
蔵
の
国
宝
「
北
野
天
神
縁
起
絵

巻
」（
承
久
本
）
の
ほ
か
、
太
刀
鬼
切
丸
、
十
三
鬼
神
像
、
昌

俊
弁
慶
相
騎
図
絵
馬
な
ど
、
重
文
十
三
点
を
公
開
。

　

中
で
も
「
北
野
西
京
神
人
文
書
」
は
、
中
世
に
酒
麹
生
産
の

独
占
権
を
持
っ
て
い
た
北
野
社
の
神
人
に
伝
来
し
て
き
た
文
書

で
あ
り
、
当
宮
所
蔵
の
南
北
朝
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の

九
十
九
点
が
新
し
く
重
文
指
定
さ
れ
た
今
回
初
公
開
の
資
料
で

す
。

　

千
有
余
年
の
天
神
信
仰
を
物
語
る
貴
重
な
神
宝
の
数
々
を
心

行
く
ま
で
ご
覧
下
さ
い
。

◎
公
開
期
間

　

・
前
期 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
十
二
月
七
日

　

・
後
期 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
日
〜
三
月
下
旬
（
予
定
）

◎
拝
観
料 

一
般 

三
〇
〇
円  

 

中
・
高
生 

二
五
〇
円   

 

小
人 

一
五
〇
円

も
み
じ
苑
行
事
案
内

オカリナ・和歌弾き語り 和太鼓奉納  北野天神太鼓会アンサンブル 京都三大学交響楽団

北野天神もみじ寄席 もみじ連歌　京都連歌の会日本舞踊　上七軒歌舞会



平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
五
日  

編
集
・
発
行
／
北
野
天
満
宮  

編
集
責
任
者
／
神
原 

孝
至  

〒
六
〇
二
│
八
三
八
六 

京
都
市
上
京
区
馬
喰
町  
電
話 

〇
七
五
│
四
六
一
│
〇
〇
〇
五（
代
表
） 毎月25日は天神さんの御縁日。

夜9時まで境内特別ライトアップ !

﹇
第
四
号
﹈

●定期購読 1,000円 （１年分）
　季刊・年４回発行
●学校・教育機関でお申込みの場合
　は無料発送。
●お申込み・お問い合わせは、社務
　所まで。
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御縁日 境内ライトアップ

定期購読のお知らせ

梅
の
枝
﹁
思
い
の
ま
ま
﹂

　

今
年
の
初
天
神
で
約
六
十
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
招
福
の
梅
の

枝
「
思
い
の
ま
ま
」
を
来
年
は
元
旦
か
ら
授
与
す
る
。

　

か
ね
て
か
ら
「
剪
定
さ
れ
た
御
神
木
の
枝
を
授
与
し
て
ほ
し

い
」
と
の
声
が
崇
敬
者
か
ら
強
く
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
千
五
十

年
大
萬
燈
祭
（
昭
和
二
十
七
年
）
の
年
に
初
天
神
で
参
拝
者
に

授
与
し
て
い
た
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
年
の
初
天
神
で

約
六
十
年
ぶ
り
に
授
与
を
復
活
さ
せ
た
。

　
「
思
い
の
ま
ま
」
に
は
、
菅
公
を
偲
ぶ
梅
花
祭
で
神
前
に
供

え
る
特
殊
神
饌
の
調
製
に
用
い
る
厄
除
け
の
玄
米
が
入
っ
た

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
を
取
り
つ
け
、
家
庭
に
春
の
訪
れ
と
幸
せ
を
呼
ん

で
ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
め
て
い
る
。

　
◆
頒
布
開
始
／
平
成
二
十
七
年
元
旦
よ
り

◆
初
穂
料
／
一
本 

一
〇
〇
〇
円
（
但
し
、無
く
な
り
次
第
頒
布
終
了
）

来
年
は
元
旦
か
ら
の
授
与

　

元
旦
の
祝
膳
に

使
わ
れ
る
「
大
福

梅
」
の
授
与
が
、

今
年
も
事
始
め
の

十
二
月
十
三
日
か

ら
始
ま
る
。「
大

福
梅
」
は
元
旦
に

招
福
息
災
の
祈
り

を
込
め
、
白
湯
の

中
に
入
れ
て
頂
く

縁
起
物
で
、
境
内

で
採
取
し
た
梅
の

実
を
塩
漬
け
、
天

日
干
し
に
し
て
調

製
し
た
も
の
に
裏
白
を
添
え
、
奉
書
紙
で
包
み
授
与
す
る
。

　

こ
れ
は
、
平
安
時
代
、
村
上
天
皇
の
御
代
天
暦
五
年

（
九
五
一
）、
都
に
疫
病
が
流
行
し
、
帝
自
ら
も
病
に
罹
ら
れ

た
が
、
梅
干
し
入
り
の
お
茶
を
飲
ま
れ
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ど

こ
ろ
に
平
癒
さ
れ
た
と
の
故
事
が
あ
り
、
以
来
庶
民
も
こ
れ

に
倣
い
王
服
と
称
し
て
、
正
月
元
旦
に
梅
干
し
を
入
れ
た
お

茶
を
飲
み
、
一
年
の
無
病
息
災
と
長
寿
幸
福
を
願
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

縁
起
の
良
い
天
神
さ
ま
の
大
福
梅
で
幸
福
な
年
を
迎
え
ま

し
ょ
う
。

◆
頒
布
開
始
／
十
二
月
十
三
日(

土) 

午
前
八
時
半
よ
り

◆
初
穂
料
／
一
袋 

五
〇
〇
円
（
但
し
、
無
く
な
り
次
第
頒
布
終
了
）

新
年
御
祝

　

大
福
梅
の
授
与


