
　
落
ち
葉
の
じ
ゅ
う
た
ん
広
が
る
秋

か
ら
、吐
く
息
も
白
く
な
っ
て
く
る

冬
に
か
け
て
は
、気
温
が
下
が
り
空

気
が
乾
燥
し
が
ち
で
す
。乾
燥
肌
の

悩
み
が
出
て
く
る
の
も
こ
の
頃
で
す
。

　
乾
燥
肌
と
は
一
般
に
、
肌
の
表

面
が
カ
サ
カ
サ
す
る
症
状
を
言
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
肌
（
皮
膚
）
の

角
質
細
胞
間
脂
質
と
皮
脂
の
量
が

通
常
よ
り
も
少
な
く
な
る
こ
と

で
、
肌
本
来
の
保
湿
力
、
抑
制
力

が
低
下
し
、
肌
か
ら
水
分
が
蒸
発

す
る
こ
と
か
ら
起
こ
り
ま
す
。

　
肌
に
は
バ
リ
ア
機
能
が
あ
り
、

外
的
刺
激
か
ら
身
体
を
守
る
役
目

を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
空
気
中
に
浮
遊
す
る
ハ
ウ
ス
ダ

ス
ト
、
ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
な
ど
が

体
内
に
侵
入
す
る
の
を
ブ
ロ
ッ
ク

す
る
機
能
の
こ
と
で
す
が
、
乾
燥

肌
に
な
る
こ
と
で
そ
の
機
能
が
弱

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
一
部
の
遺
伝
に
よ
る
先
天
的
な

も
の
や
内
臓
の
疾
患
を
伴
う
も
の

を
除
い
て
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う

な
生
活
環
境
や
、
外
的
刺
激
な
ど

が
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

①
暖
房
の
効
い
た
乾
燥
し
た
部
屋

に
長
時
間
い
る
　
　
　

②
長
時
間
の
入
浴
や
洗
剤
、
せ
っ

け
ん
を
多
く
使
用
す
る

③
肌
の
こ
す
り
過
ぎ

④
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
食
事

⑤
身
体
に
あ
わ
な
い
下
着
や
衣
類

の
着
用

　
こ
の
よ
う
に
乾
燥
肌
の
原
因
に

は
、
日
常
的
な
も
の
が
多
く
、
自

分
の
心
掛
け
次
第
で
ず
い
ぶ
ん
と

症
状
を
軽
く
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　
肌
質
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す

が
、
外
的
な
刺
激
を
減
ら
し
て
肌

の
免
疫
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
暖
房
は
必
要
最
低
限
に
し
て
部

屋
の
適
度
な
保
湿
を
心
掛
け
る

②
熱
い
お
湯
の
長
時
間
の
入
浴
は

避
け
る

③
液
体
や
ク
リ
ー
ム
状
の
洗
剤
は

使
い
す
ぎ
な
い

④
タ
オ
ル
で
の
こ
す
り
過
ぎ
に
注

意
す
る

⑤
入
浴
後
は
保
湿
剤
を
塗
る

⑥
静
電
気
を
起
こ
し
や
す
い
衣
服

は
避
け
て
、
下
着
や
寝
巻
き
は

水
分
を
含
む
綿
製
品
を
着
用
す

る
⑦
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事

を
心
掛
け
る

⑧
適
度
な
運
動
を
す
る

　
乾
燥
肌
を
改
善
す
る
こ
と
で
、

肌
の
バ
リ
ア
機
能
が
保
た
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
生
活
環
境
や
外
的
刺

激
な
ど
に
つ
い
て
日
常
生
活
を
見

直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
　

　
乾
燥
肌
が
原
因
で
か
ゆ
く
て
た

ま
ら
な
い
時
、
つ
い
つ
い
か
い
て

し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に

「
か
ゆ
み
」
を
誘
発
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

　
冷
水
に
浸
し
た
タ
オ
ル
を
直
接

肌
に
当
て
る
と
、
水
分
で
か
え
っ

て
症
状
を
悪
化
さ
せ
る
原
因
と
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ビ
ニ
ー
ル
を

間
に
挟
ん
で
冷
や
す
な
ど
の
工
夫

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
逆
に
冷
や

し
す
ぎ
る
こ
と
も
肌
に
と
っ
て
は

刺
激
に
な
り
ま
す
。

　
患
部
を
か
き
む
し
っ
た
り
し
て

乾
燥
肌
が
さ
ら
に
悪
化
し
、
激
し

い
「
か
ゆ
み
」
や
「
痛
み
」
が
出

て
き
た
際
に
は
医
療
機
関
で
の
診

察
が
必
要
で
す
。

　
一
方
、
か
ゆ
み
は
内
臓
の
疾
患

を
伴
う
も
の
が
約
十
〜
五
十
㌫
ほ

ど
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
内

分
泌
・
代
謝
疾
患
や
血
液
疾
患
、

内
臓
悪
性
腫
瘍
、
肝
障
害
、
腎
障

害
、
心
因
性
な
ど
の
病
気
で
か
ゆ

み
が
起
こ
り
ま
す
。
乾
燥
肌
で
あ

っ
て
も
、
全
身
性
の
場
合
は
内
臓

疾
患
が
隠
れ
て
い
な
い
か
病
院
で

一
度
検
査
を
受
け
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

̶22̶

あなたのお肌は健康ですか？
～乾燥に負けない健康的な肌を保ちましょう～

10

乾
燥
肌
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
？

な
ぜ
肌
は
乾
燥
す
る
の
？

乾
燥
肌
対
策
は
こ
う
し
よ
う

乾
燥
肌
の
か
ゆ
み
対
策

2008.1

㉒
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▲3月上旬から下旬に、梅の花が楽しめます

～生身天満宮～
いき み てんまんぐう

～生身天満宮～
いき み てんまんぐう

梅
花
の
香
り
満
ち
る
、日
本
最
古
の
天
満
宮

　
「
谷
間
の
霧
は
さ
な
が
ら
海
に

似
て
浪
か
と
ま
が
ふ
松
風
の
音
」

　
学
問
の
神
と
し
て
知
ら
れ
る
菅

原
道
真
公
が
、
秋
の
あ
る
朝
、
小

麦
山
ふ
も
と
に
あ
っ
た
別
邸
宅
か

ら
私
市
（
現
小
山
西
町
）
一
帯
に

霧
が
立
ち
込
め
る
景
色
を
詠
ん
だ

歌
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
菅
原
道
真
公
は
、
延
喜
元
年

（
九
〇
一
）
に
藤
原
時
平
ら
の
策

謀
に
よ
り
九
州
太
宰
府
に
左
遷
さ

れ
ま
す
。
そ
の
際
、
八
男
・
慶
能

の
養
育
を
当
時
の
園
部
代
官
の
武

部
源
蔵
に
託
し
、
「
菅
原
の
す
り

お
く
墨
の
い
つ
ま
で
も
す
ず
り
の

水
の
尽
き
ぬ
か
ぎ
り
は
」
と
詠
ん

だ
歌
を
す
ず
り
に
添
え
て
形
見
と

し
ま
し
た
。
源
蔵
氏
は
、
一
日
も

早
い
帰
洛
を
祈
っ
て
道
真
公
の
木

像
を
刻
み
、
生
祠
と
し
て
慶
能
と

共
に
奉
斎
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
生

身
天
満
宮
の
始
ま
り
で
、
存
命
中

に
祭
祀
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
生
身

（
い
き
み
）
」
と
し
、
日
本
最
古

の
天
満
宮
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
初
期
の
園
部
城
築
城

の
際
に
、
現
在
の
園
部
町
美
園
町

に
遷
座
さ
れ
、
平
成
十
七
年
度
に

本
殿
が
京
都
府
指
定
、
拝
殿
と
秋

葉
愛
宕
神
社
が
京
都
府
登
録
の
文

化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　
梅
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
道
真
公

に
ち
な
み
、
早
春
に
は
生
身
天
満

宮
に
梅
の
花
が
見
事
に
咲
き
誇
り

ま
す
。

2008.1

お元気ですか
？
保健師です。

　生身天満宮の禰宜（ねぎ）、武部昌英さんに、お話をお伺いしました。
　「由緒の通り、生身天満宮は他の多くの地名の付いた天満宮とは異なり、『生
きる身』であってほしいという願いが強く込められた天満宮です。現在でも、近
親者のことを案じ、真摯に手を合わせられる参拝者を時折見かけます。その姿を
拝見すると、この天満宮の存在を社会にもっと伝えていかなければならないと強
く思い、あらためて日々神明奉仕に精進してまいりたいと考えます。今後も末永
く生身天満宮が皆さまに親しまれ、人や町が栄えて南丹市の発展につながること
を願っております」　　　◇生身天満宮問い合わせ先　☎（0771）62－0535

ね  ぎ
生身天満宮

禰宜　武部　昌英  さん

▲生身天満宮の拝殿（手前）と本殿（奥）

き
さ
い
ち

よ
し
の
り

　
天
満
宮
は
、
親
し
み
を
込
め
て

　
道
真
公
が
太
宰
府
で
不
遇
な
死

を
遂
げ
た
後
、
藤
原
時
平
の
邸
宅

に
雷
が
落
ち
、
多
数
の
死
傷
者
が

出
ま
し
た
。
人
々
は
、
「
道
真
公

の
怨
霊
が
雷
に
な
ら
れ
た
」
と
恐

れ
ま
す
。
や
が
て
、
道
真
公
は
天

神
さ
ま
に
な
ら
れ
た
と
い
う
信
仰

が
浸
透
し
、
敬
慕
と
崇
敬
の
念
を

込
め
て
「
天
神
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
生
身
天
満
宮
の
境
内
で
と
ら
れ

た
青
竹
を
用
い
て
作
ら
れ
る
「
雷

除
け
」
。
雷
を
よ
け
、
雷
に
象
徴

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
事
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
平
安

に
過
ご
せ
る
よ
う
に
と
の
祈
り
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
に
一

度
、
春
祭
り
で
の
み
授
与
さ
れ
ま

す
。

　
学
問
能
筆
の
神
と
し
て
あ
が
め

ら
れ
る
道
真
公
。
学
業
成
就
を
願

う
参
拝
者
も
多
く
、
生
身
天
満
宮

で
と
れ
た
梅
は
参
拝
者
の
心
願
成

就
を
祈
願
し
た
『
合
格
梅
』
と
し

て
授
与
さ
れ
ま
す
。

　
天
満
宮
は
、
親
し
み
を
込
め
て

　
道
真
公
が
太
宰
府
で
不
遇
な
死

を
遂
げ
た
後
、
藤
原
時
平
の
邸
宅

に
雷
が
落
ち
、
多
数
の
死
傷
者
が

出
ま
し
た
。
人
々
は
、
「
道
真
公

の
怨
霊
が
雷
に
な
ら
れ
た
」
と
恐

れ
ま
す
。
や
が
て
、
道
真
公
は
天

神
さ
ま
に
な
ら
れ
た
と
い
う
信
仰

が
浸
透
し
、
敬
慕
と
崇
敬
の
念
を

込
め
て
「
天
神
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
生
身
天
満
宮
の
境
内
で
と
ら
れ

た
青
竹
を
用
い
て
作
ら
れ
る
「
雷

除
け
」
。
雷
を
よ
け
、
雷
に
象
徴

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
事
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
平
安

に
過
ご
せ
る
よ
う
に
と
の
祈
り
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
に
一

度
、
春
祭
り
で
の
み
授
与
さ
れ
ま

す
。

　
学
問
能
筆
の
神
と
し
て
あ
が
め

ら
れ
る
道
真
公
。
学
業
成
就
を
願

う
参
拝
者
も
多
く
、
生
身
天
満
宮

で
と
れ
た
梅
は
参
拝
者
の
心
願
成

就
を
祈
願
し
た
『
合
格
梅
』
と
し

て
授
与
さ
れ
ま
す
。

▲正常な状態の肌

▲ドライスキン（乾燥肌）
皮膚の表面から水分・皮脂が
失われた状態。（イメージ図）

しん  し

『
天
神
さ
ん
』

『
雷
除
け
』

『
合
格
梅
』

真 皮

表 皮

真 皮マスト細胞神経の末端

表 皮
ダニやホコリ
などの刺激物質

し
ゅ
よ
う

「
天
神
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。


