
　

文
化
財
と
し
て
の　
「
す
ご
さ
」

　

県
下
の
指
定
文
化
財
の
う
ち
、
神
社
の
本

殿
建
築
物
に
限
っ
て
見
る
と
、
松
山
市
の

伊い

さ

に

わ

佐
爾
波
神
社
な
ど
の
国
指
定
が
３
件
、
県

指
定
が
１
件
で
あ
り
、
天
満
神
社
本
殿
は
こ

う
し
た
物
件
に
次
ぐ
指
定
と
な
り
ま
し
た
。

　

天
満
神
社
本
殿
の
よ
う
に
、
唐か

ら
よ
う様(

禅
ぜ
ん
し
ゅ
う
よ
う

宗
様)

を
主
体
に
し
な
が
ら
和わ

よ

う様
が
入
り
混
じ
る
建

築
様
式
は
江
戸
時
代
の
愛
媛
県
下
の
流
行
を

示
し
て
い
ま
す
。
特
に
瀬
戸
内

（
東
予
地
方
）

沿
岸
の
神
社
は
、
彫
物
を
多
用
す
る
な
ど
、

見
た
目
に
も
豪ご

う
し
ゃ奢

な
建
築
物
が
多
い
こ
と
が

特
徴
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
天
満
神
社
本
殿

は
特
に
意
匠
を
凝
ら
し
た
神
社
建
築
で
あ
り
、

建
築
当
時
の
部
材
の
残
存
状
況
も
良
い
こ
と
か

ら
、
「
江
戸
時
代
の
東
予
を
代
表
す
る
貴
重
な

建
築
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
優
れ
た
建
築
意

匠
を
示
す
重
要
な
建
造
物
」
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
ま
し
た
。

　

歴
史
を
伝
え
る
「
す
ご
さ
」

　

天
満
神
社
の
開
基
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
根

拠
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
伝

で
は
古
来

「
宮み

や
や
ま山

」
「
王お

う
ぢ
や
ま

地
山
」
と
称
し
た
現

地

（
現
在
の
大
地
山
公
園
）
に
八
幡
宮
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
文
明
９
年

（
１
４
７
７

「
天
満
神
社
本
殿
」

県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
！

　
２
月
18
日
、
天
満
神
社
本
殿
が
県

指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
市
指

定
文
化
財
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
が
、
改
め
て
、
文
化
財
的
価
値

が
高
く
評
価
さ
れ
、
県
指
定
と
な
っ

た
も
の
で
す
。　

　

天
満
神
社
本
殿
の
魅
力
「
す
ご
さ
」

に
つ
い
て
、
４
つ
の
視
点
か
ら
紹
介

し
ま
す
。 

文
化
財
と
し
て
の
「
す
ご
さ
」

歴
史
を
伝
え
る
「
す
ご
さ
」

建
築
物
と
し
て
の
「
す
ご
さ
」

守
り
伝
え
て
き
た
「
す
ご
さ
」

　
　

建
築
年
代
に
つ
い
て
、
社
伝
で
は
元
禄
８
年

（１
６
９
５
年
）
焼
失
、
元
禄
11
年

（１
６
９
８

年
）
新
殿
建
立
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
辺
に
延

宝
９
年

（
１
６
８
１
年
）
の
石い

し
ど
う
ろ
う

燈
籠
も
残
さ
れ

て
お
り
、
以
前
よ
り
信
仰
の
場
所
だ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
建
築
当
初
の
棟む

な
ふ
だ札

や
資
料

が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
さ
れ
た
棟
札
は
安

永
４
年

（
１
７
７
５
年
）
の

「
御ご

せ
い
で
ん
し
ゅ
う
ぜ
ん

正
殿
修
繕
」

以
降
の
も
の
で
す
が
、
建
築
学
的
な
視
点
か

ら
も
元
禄
建
築
が
有
力
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

最
近
で
は
市
内
研
究
者
の
調
査

〔
近
隣
社
寺

建
築
に
関
わ
る
古
文
書
や
棟
札
の
確
認
、
現

存
す
る
大
島
八
幡
神
社

（
新
居
浜
市
）
と
の

比
較
な
ど
〕
に
よ
っ
て
、
元
禄
建
築
で
あ
る
こ

と
の
裏
付
け
と
と
も
に
、
川
之
江
村
の
宮
崎
家

に
よ
る
大
工
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
よ
り
地
域
の
歴
史
を
体
現
し
た
文
化

財
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

建
築
物
と
し
て
の
「
す
ご
さ
」

　

天
満
神
社
本
殿
は
桁け

た
ゆ
き
さ
ん
げ
ん

行
三
間
、　

梁は

り

ま

に

け

ん

間
二
間

で
、
入い

り

も

や

母
屋
造づ

く
り
ひ
ら
い
り

平
入
の
銅
板
屋
根
を
か
け
て
お

り
、
正
面
に
は
軒
に
小
さ
な
唐か

ら

は

ふ

破
風
を
付
け
た

三
間
の
向こ

う
は
い拝

を
つ
け
て
い
ま
す
。
軒
も
繁し

げ
た
る
き

垂
木

と
な
っ
て
い
る
他
、
屋
根
を
支
え
る
組
物
は

三み

て

さ

き

手
先
の
詰つ

め
ぐ
み組

を
用
い
る
こ
と
で
格
式
が
高
め

ら
れ
て
お
り
、
唐
様
の
絵え

よ

う

ひ

じ

き

様
肘
木
の
使
い
方
も

巧
み
で
す
。
木き

ば

な鼻
に
付
け
ら
れ
た
阿あ

ぎ
ょ
う
う
ん
ぎ
ょ
う

形
吽
形

の
龍
を
は
じ
め
と
し
て
、
獏ば

く

・
象

・
唐
獅
子

・

犀さ
い

・
仙
人
な
ど
一
見
し
て
華
や
か
な
彫
物
だ

け
で
な
く
、
下
側
に
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う
ぼ

杖
彫
り
が
施
さ
れ
た

海え
び
こ
う
り
ょ
う

老
虹
梁
や
、
籠か

ご

ぼ彫
り
の
技
法
が
用
い
ら
れ
た

菊
の
持

も
ち
お
く
り送

、
懸け

ぎ

ょ魚

（
破
風
下
の
飾
り
板
）
の

裏
側
に
見
え
る
鬼
の
結ゆ

い
わ
た綿

な
ど
、
一
見
す
る
だ

け
で
は
見
逃
し
て
し
ま
い
そ
う
な
箇
所
に
も
職

人
の
技
と
こ
だ
わ
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
全
体
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
一
体
の

建
造
物
を
構
成
し
て
お
り
、
見
る
べ
き
ポ
イ
ン

ト
の
塊

か
た
ま
りの

様
な
本
殿
建
築
と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　

守
り
伝
え
て
き
た
「
す
ご
さ
」

　

い
か
に
し
て
、
現
在
の
天
満
神
社
本
殿
は
建

立
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当
時
天
満
村
は
上か

み

と
下し

も

に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
天
満
神
社
の

あ
る
下し

も
で
ん
ま
む
ら

天
満
村
を
治
め
た
の
が
大お

お
じ
ょ
う
や

庄
屋
寺
尾

三手先の詰組が密に配された美しい構造。 長い年月、 軒をしっかりと支えてきた

懸
け ぎ ょ

魚の裏には鬼がひそむ躍動感ある唐獅子と内部まで立体的に彫られた菊

天満分団
第 3部

天満公民館

ひかり食堂

大地山公園

壬生川新居浜野田線

N

天満神社の周辺図

天満神社

急傾斜地崩壊対策工
事のため赤ラインの
参道は通れません

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん

家
で
し
た
。
元
禄
４
年

（
１
６
９
１
年
）
に
開

坑
し
た
別
子
銅
山
は
、
元
禄
15
年

（１
７
０
２

年
）
に
別
子
か
ら
新
居
浜
浦
へ
の
積
み
出
し

ル
ー
ト
が
と
ら
れ
る
ま
で
、
天
満
浦
が
積
み
出

し
の
主
要
港
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
銅

の
輸
送
で
成
功
し
た
の
が
寺
尾
家
で
あ
り
、
建

立
や
そ
の
後
の
運
営
に
深
く
寄
与
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
点
も
天
満
神
社
を

と
り
ま
く
歴
史
の
面
白
さ
で
す
。

　

一
方
で
、
定
期
的
な
修
繕
や
檜ひ

わ

だ皮
屋
根
の
葺ふ

き
替
え
を
行
う
こ
と
で
、
近
代
以
降
も
変
わ

ら
ず
守
り
伝
え
て
き
た
の
は
、
天
満
地
域
の
み

な
さ
ん
の
尽
力
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
指

定
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
と
と
も
に
、

地
域
の
宝
を
県
下
の
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ

と
に
同
意
さ
れ
た
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
想お

も

い

が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
も
の
で
す
。

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
　
28-

６
０
４
３

唐様の美しい彫刻が施された向拝軒下

年
）
菅
原
道
真
の
像
が
浜
に
流
れ
着
い
た
こ
と

に
よ
り
、
天
満
宮
も
合
祀
、
「
天
満
八
幡
宮
」

と
称
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
社
合
殿
の
形
で
今

日
の
天
満
神
社
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
満
と
い
う
地
名
も
、
天
満
神
社
に
由
来
す

る
も
の
と
伝
わ
り
ま
す
。


