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大江天満社

語り部の会は隔月（奇数月）第２金曜日です
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   幸 若 か わ ら 版  

 
わ
が
国
中
世
芸
能
と
し
て
約
七
百
年
の

伝
統
に
輝
く
幸
若
舞
は
、
歌
舞
伎
を
は
じ

め
、
す
べ
て
の
芸
能
や
文
学
に
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
、
日
本
芸
能
史
の
研
究
に
見

逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
舞
楽
と
し
て
注
目

を
浴
び
て
い
る
。
 

 
室
町
初
期
の
こ
ろ
武
士
道
鼓
吹
の
舞
曲

と
し
て
は
じ
ま
り
、
足
利
時
代
よ
り
、
信

長
、
秀
吉
を
は
じ
め
、
徳
川
幕
府
の
初
期

ま
で
幾
多
の
武
将
に
愛
好
さ
れ
、
ま
た
諸

国
大
名
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
た
た
め
、
大

い
に
隆
盛
を
き
わ
め
た
。
 

 
徳
川
の
中
期
よ
り
、
能
曲
、
俗
歌
な
ど

が
盛
ん
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
衰

え
、
そ
の
発
祥
地
の
わ
が
越
前
町
で
も
後

を
絶
っ
た
が
、
福
岡
県
み
や
ま
市
瀬
高
町

大
江
に
「
大
江
の
め
え
」
と
よ
ば
れ
て
昔

日
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
。
 

 
毎
年
一
月
二
十
日
、
五
穀
豊
穣
を
祈
っ

て
大
江
天
満
社
の
幸
若
舞
堂
に
お
い
て
奉

納
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
一
年
五
月
、

国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を

う
け
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
い
さ
が
た
な
 

立
烏
帽
子
袴
長
引
き
小
刀
 

 
 
 
す
お
う

 
 

 
 
素
枹
の
袖
ぞ
張
っ
て
舞
ひ
つ
ゝ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
原
 
白
秋
 
短
歌

 

 
幸
若
舞
を
最
初
に
全
国
に
紹
介
さ
れ
た
高
野
 

 
辰
之
博
士
の
漢
詩
で
あ
る
。
（
明
治
四
十
一
年
作
）
 

  招
魂
社
畔
鼓
聲
頻
 

招
魂
社
の
畔
鼓
声
頻
り
に
 

秋
夜
謡
深
感
鬼
神
 
秋
夜
謡
深
く
し
て
鬼
神
を
感
ぜ
し

む
 

古
曲
調
髙
幸
若
舞
 
古
曲
調
べ
高
し
幸
若
舞
 

不
加
技
巧
算
天
真
 
技
巧
を
加
え
ず
天
真
を
算
る
 

  
【
口
語
訳
】
 

 
招
魂
社
（
大
江
天
満
社
）
の
か
た
わ
ら
か
ら
鼓
の
音
が
 

 
頻
り
に
聞
こ
え
て
く
る
。
（
今
日
の
）
 

 
秋
の
夜
に
、
謡
は
い
よ
い
よ
盛
り
上
が
り
、
 

 
神
霊
さ
え
感
動
さ
せ
る
ほ
ど
だ
。
（
こ
れ
こ
そ
）
 

 
古
曲
そ
の
ま
ま
、
曲
調
高
逸
、
幸
若
舞
だ
。
 

 
人
為
技
巧
は
加
え
ず
、
ひ
た
す
ら
天
然
自
然
の
 

 
純
真
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

文
章
・
山
口
信
嗣
顧
問
新
春
に
よ
せ
る
 
高野辰之  明治９年～昭和２２年 長野県生まれ 国文学者 

 大正３年文部省唱歌として発表された「ふるさと」の作詞者とし

ても知られている。  
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山口顧問による幸若講座（歴女の会）は毎月第４かまたは最終金曜日開催です

 
Ｆ
Ｂ
Ｃ
基
金
の
使
途
の

一
部
と
し
て
幸
若
関
連
旧

跡
へ
の
石
碑
設
置
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昨

年
一
〇
月
末
そ
の
第
一
、

二
号
が
西
田
中
月
田
理
髪

店
西
北
隅
、
田
島
清
喜
氏

宅
東
南
隅
に
朝
日
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
委
員
会

と
共
同
で
そ
れ
ぞ
れ
設
置

し
、
屋
敷
跡
を
標
示
し
ま

し
た
。
設
置
費
用
は
約
二

一
万
円
で
す
。
 

 

 

長
老
に
聞
く
む
か
し
の
西
田
中

 

幸
若
旧
屋
敷
跡
を

 

現
地
標
示

 

 
西
田
中
の
市
街
地
で
も
、
空
き
家
が
増
え
、
空

き
地
が
増
加
し
て
、
歯
抜
け
状
態
が
進
行
し
て
い

ま
す
。
 

 
ま
た
、
地
区
行
事
や
神
社
等
の
行
事
に
関
し
て

も
簡
略
化
が
進
み
、
昔
の
風
情
が
ど
ん
ど
ん
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
 

 
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
面
で
は
時
代
の
流
れ

と
し
て
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
り
、
復
活
は
困
難

で
し
ょ
う
が
、
む
か
し
の
西
田
中
の
状
況
を
記
録

し
て
残
す
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
政
治
的
な
大
状
況
は
そ
れ
な

り
に
「
○
○
誌
」
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
と
は
別
に
あ
く
ま
で
も
日
常
生
活
の

側
面
か
ら
の
些
事
も
含
め
て
記
録
を
残
し
た
い
。
 

 
現
在
で
も
、
町
内
に
は
戦
前
・
戦
後
を
生
き
抜

い
て
き
た
元
気
な
人
た
ち
が
ま
だ
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
の
実
体
験
に
基

づ
く
、
肉
声
に
よ
る
記
録
が
重
要
で
す
。
 

 
こ
の
た
め
、
朝
日
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
委
員
会

と
協
力
し
て
、
区
内
長
老
な
ど
の
み
な
さ
ん
へ
の

聞
き
取
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
始
め
て
い
ま
す
。(

そ

の
一
部
を
三
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）
ご
提
案
・

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
 

 

約
五
〇
年
前
昭
和
四
五
年
頃
の
西
田
中
本
通
り
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幸若かわら版はe-とこ朝日ホームページにも掲載されています　https://asahi-area-c.net/

長老に聞く（その１）白山神社 

     橋谷義孝さん 90歳 

 
平
成
八
年
、
氏
子
副
総
代
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
と
き
、
大
祭
・
中
祭
・
小

祭
の
時
の
神
饌
品
目
や
神
饌
の
並
べ

方
・
供
え
方
 
白
山
神
社
祭
礼
諸
準
備

要
項
を
、
白
山
神
社
備
忘
録
と
し
て
作

成
し
ま
し
た
。
平
成
一
一
年
一
二
月
に

補
正
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
佐
々
生

の
佐
々
牟
志
神
社
の
田
中
宮
司
さ
ん
に

お
越
し
い
た
だ
き
お
祓
い
を
し
て
頂
い

て
お
り
ま
し
た
。
大
祭
に
な
る
と
三
人

ほ
ど
宮
司
さ
ん
が
こ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
気
比
庄
地
区
に
お
住
ま
い
の
気

比
神
社
の
角
鹿
宮
司
さ
ん
が
務
め
て
お

ら
れ
ま
す
。
 

 
お
正
月
と
秋
祭
り
の
際
は
巫
女
さ
ん

が
浦
安
の
舞
を
奉
納
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。
西
田
中
地
区
の
女
の
子
で
小
学
五

年
生
か
ら
中
学
二
年
生
く
ら
い
ま
で
の

間
、
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。
一
度
に

四
人
が
浦
安
の
舞
を
卒
業
し
て
し
ま
う

と
踊
り
が
継
承
し
て
い
か
な
く
な
る
の

で
二
人
ず
つ
学
年
を
変
え
て
お
願
い
し

て
い
ま
し
た
。
私
の
代
で
一
度
四
人
が

全
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
、
福
井

市
清
水
地
区
の
賀
茂
神
社
に
お
願
い
し

何
度
が
浦
安
の
舞
の
指
導
を
受
け
に
行

き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
ビ
デ
オ
を
撮
影

し
残
し
て
い
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
 

 
白
山
神
社
に
は
神
様
が
五
柱
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
伊
邪
那
美
、
須
佐
能
尊
、

祇
園
牛
頭
天
王
、
白
山
大
権
現
、
八
幡

大
菩
薩
様
で
す
。
ま
た
、
拝
殿
の
奥
の

棚
に
袋
入
っ
て
一
〇
四
体
～
一
〇
七
体

ほ
ど
の
石
人
形
と
思
わ
れ
る
も
の
が
ご
 

ざ
い
ま
す
。
大
き
さ
が
一
体
八
㌢
㍍

ほ
ど
の
小
さ
な
も
の
で
、
拝
殿
の
下

に
置
か
れ
て
い
た
も
の
を
拝
殿
の
棚

に
置
き
換
え
ま
し
た
。
男
の
子
が
生

ま
れ
た
時
に
お
供
え
し
た
も
の
か
、

初
子
の
お
祝
い
な
の
か
水
子
供
養
な

の
か
？
な
ぜ
拝
殿
の
下
に
置
か
れ
て

い
た
の
か
今
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
 

 
そ
の
他
に
、
稲
荷
神
社
と
菅
原
道

真
公
を
祀
っ
た
筆
神
社
と
針
供
養
の

祠
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
稲
荷
さ

ん
は
三
谷
一
英
（
こ
ん
に
ゃ
く
屋
）

さ
ん
が
そ
の
頃
は
管
理
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
昔
は
神
社
の
裏
に
お
ら
れ
た

お
稲
荷
さ
ん
で
す
が
、
神
楽
殿
の
建

設
の
時
今
の
と
こ
ろ
に
移
転
し
ま
し

た
。
筆
神
社
（
昭
和
四
一
年
九
月
再

建
）
と
針
供
養
の
祠
は
白
山
神
社
に

向
か
っ
て
右
側
の
と
こ
ろ
に
ひ
っ
そ

り
と
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
存
知

な
い
人
が
増
え
て
き
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
 

 
筆
神
社
（
梅
鉢
の
紋
の
あ
る
ほ
こ

ら
）
は
使
い
古
し
た
筆
を
納
め
て
学

問
の
上
達
を
祈
願
す
る
神
社
で
毎
年

左
義
長
に
集
ま
っ
た
古
筆
を
焼
却
す

る
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
筆
・

針
供
養
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
年
二
月
八

日
、
一
二
月
八
日
に
行
わ
れ
た
と
い

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
 

 
白
山
神
社
の
過
去
帳
は
氏
子
総
代

が
持
ち
回
り
す
る
も
の
で
す
。
 

 
ま
た
同
神
社
は
現
在
の
位
置
に
移
設
さ
れ
る

前
は
、
元
丹
生
警
察
署
の
裏
手
に
あ
り
ま
し
た
。

現
在
の
朝
日
楼
さ
ん
の
道
を
隔
て
た
前
で
す
。

（
以
下
次
号
）
 

聞
き
取
り
期
日
…
令
和
二
年
九
月
一
八
日
 

聞
き
手
…
橋
本
守
行
、
平
井
勝
治
、
木
下
愛
望
 

今
回
は
白
山
神
社
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
掲

載
し
ま
し
た
。
 

 

第
八
九
回
幸
若
講
座
開
催

 

 
第
八
九
回
幸
若
講
座
が
、
一
一
月
二
七

日
一
四
名
の
会
員
が
参
加
し
て
町
図
書
館

幸
若
研
究
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

 
山
口
顧
問
か
ら
、
第
七
六
項
諸
家
文
書

に
見
え
る
幸
若
家
の
様
態
か
ら
、
第
八
一

項
「
源
氏
桃
井
氏
系
略
譜
」
に
見
る
桃
井

九
郎
左
衛
門
家
由
緒
ま
で
に
つ
い
て
講
義

を
受
け
ま
し
た
。
越
前
町
内
外
の
有
力
者

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
幸
若
関
係
文
書
は
、

借
用
証
文
が
多
く
幸
若
諸
家
の
家
計
が
苦

し
か
っ
た
こ
と
、
大
江
幸
若
舞
の
祖
を
弥

次
郎
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
、

明
治
維
新
後
の
桃
井
家
の
多
く
の
人
々
は
、

東
京
に
引
揚
げ
東
京
士
族
と
な
っ
た
が
、

分
家
筋
の
人
た
ち
は
西
田
中
周
辺
に
残
っ

た
り
、
東
京
か
ら
ま
た
戻
っ
た
人
た
ち
も

い
た
こ
と
、
…
…
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
ま
し
た
。
 

 
幸
若
講
座
は
一
二
月
と
一
月
は
休
会
と

し
、
次
回
は
二
月
二
六
日
（
金
）
開
催
予
定

で
す
。
 



幸若かわら版　第２８号　令和３年　１月　１日　　（４）

　
例会は隔月（偶数月）第２金曜日です

講演「橋本左内の先祖たち」 

          気比神社宮司・角鹿尚計 

 
一
一
月
二
九
日
朝
寿
殿
和
室
に
お
い
て
、
気

比
神
社
宮
司
・
角
鹿
尚
計
氏
か
ら
、
「
橋
本
左

内
の
先
祖
た
ち
」
と
題
し
て
、
ご
講
演
を
お
聞

き
し
ま
し
た
。
 

 
そ
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
す
。
 

・
橋
本
左
内
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
福
井
 

 
城
下
に
生
ま
れ
た
。
同
時
代
人
に
松
平
春
嶽
、

 
西
郷
隆
盛
、
由
利
公
正
ら
が
い
る
。
 

・
左
内
は
幸
若
子
孫
の
家
系
で
あ
る
が
、
宝
泉
 

 
寺
庄
兵
衛
家
の
系
統
で
あ
る
。
紀
州
徳
川
家
 

 
に
仕
え
た
正
信
の
子
・
長
氏
か
ら
母
方
の
姓
 

 
の
橋
本
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

・
た
だ
こ
の
橋
本
氏
は
源
姓
足
利
氏
一
門
で
は
 

 
な
く
橘
姓
楠
木
氏
一
門
の
橋
本
氏
で
あ
っ
た
。

・
長
氏
の
子
・
長
徳
が
福
井
藩
医
・
橋
本
家
の
 

 
祖
と
な
る
。
西
洋
外
科
医
術
を
得
意
と
し
た
。

・
長
徳
か
ら
数
え
て
七
代
目
が
左
内
兄
弟
と
い
 

 
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
橋
本
家
が
桃
井
氏
 

 
の
支
流
と
い
う
こ
と
は
強
く
意
識
し
て
お
り
、

 
京
都
で
の
政
治
工
作
中
の
変
名
の
一
つ
に
 

 
桃
井
伊
織
が
あ
る
。
 

・
左
内
が
春
嶽
の
側
近
と
し
て
登
用
さ
れ
た
 

 
後
は
、
医
家
と
し
て
の
伝
統
は
次
弟
の
綱
 

 
維
と
末
弟
の
綱
常
が
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
 

・
左
内
が
刑
死
し
た
後
は
、
こ
の
綱
維
が
左
 

 
内
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
 

・
末
弟
の
綱
常
は
そ
の
後
藩
医
橋
本
家
を
相
 

 
続
し
、
明
治
以
後
は
陸
軍
病
院
お
よ
び
日
 

 
本
赤
十
字
病
院
の
創
設
に
尽
力
し
、
帝
国
 

 
大
学
教
授
も
務
め
、
明
治
四
〇
年
授
爵
 

 
（
子
爵
）
し
、
同
四
二
年
没
し
た
。
顕
彰
 

 
碑
が
東
京
青
山
・
長
谷
寺
に
建
立
さ
れ
た
。

前号でもお知

らせしました

ように、橋本

左内パネル展

が町図書館２

階ホールで３

月２５日まで

開催中です。 

 角鹿尚計  昭和３５年 大阪市生まれ 

   昭和５８年 皇學館大学文学部卒業、福井市立郷土歴史博物館学芸員 

  平成１４年 気比神社宮司就任 

  平成２７年 福井市立郷土歴史博物館館長就任 

  令和 ２年 文学博士（皇學館大學） 


