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古
く
か
ら
下
関
に
は
文
字
通
り「
関
所
」

が
置
か
れ
、
九
州
へ
の
玄
関
口
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
歴
史
が
変
わ
る
と
き
、

下
関
は
そ
の
舞
台
と
し
て
数
多
く
の
文

献
で
そ
の
名
前
が
登
場
し
ま
す
。
今
回

は
、
歴
史
を
語
り
継
ぎ
、
伝
統
文
化
を

守
り
続
け
る「
下
関
舞
踊
協
会
」を
紹
介

し
ま
す
。

語
り
継
が
れ
る
歴
史
物
語

　
寿
永
4（
1
1
8
5
）年
平
家
は
壇
ノ

浦
で
源
氏
に
敗
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
8

歳
だ
っ
た
安
徳
帝
も
、
二
位
の
尼
に
抱

か
れ
入じ

ゅ
す
い水

さ
れ
、
平
家
は
滅
亡
し
ま
す
。

生
き
延
び
た
平
家
の
女
官
た
ち
は
安
徳

帝
を
し
の
び
、
命
日
に
は
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
参
拝
・
香
華
を
手
向
け
ま
し
た
。 

　
時
代
は
変
わ
り
、
平
家
の
女
官
た
ち

が
絶
え
た
後
も
、
そ
の
歴
史
は
語
り
継

が
れ
、
49
年
前
か
ら
舞
踊
協
会
の
奉
仕

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
神
事
」と「
芸
能
」の
要
素
を
併
せ
持
つ

「
先
帝
祭
」は
下
関
市
指
定
無
形
民
俗
文

化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

舞
踊
協
会
の
成
り
立
ち

　
昭
和
22
年
に
下
関
の
伝
統
文
化
を
後

世
へ
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
下
関
舞
踊
協
会
が
発
足
し
ま
し
た
。

　
来
年
、
創
立
70
周
年
を
迎
え
る
当
会

は
、
花
柳
流
・
板
東
流
・
藤
間
流
・
猿

若
流
の
４
流
派
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

現
在
は
約
160
人
の
会
員
が
い
ま
す
。

華
や
か
な
舞
台
　
裏
で
の
厳
し
い
稽
古

　
優
美
な
衣
装
を
ま
と
い
、
多
く
の
人

を
魅
了
す
る
華
や
か
な
表
舞
台
の
裏
側

を
取
材
し
ま
し
た
。
練
習
会
場
で
は
緊

張
し
た
空
気
が
流
れ
、
各
流
派
の
先
生

方
や
赤
間
神
宮
の
担
当
者
か
ら
指
導
が

入
り
ま
す
。
所
作
の
一
つ
一
つ
は
意
味

を
持
ち
、
そ
れ
を
理
解
し
な
が
ら
心
を

込
め
て
行
い
ま
す
。

　
今
回
の
先
帝
祭
に
参
加
す
る
5
人
の

太
夫
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。
振
袖
太
夫

を
務
め
た
福
永
弥み

ゆ優
さ
ん
は「
着
物
を
着

る
と
背
筋
が
伸
び
身
が
引
き
締
ま
り
ま

す
」。
2
番
太
夫
を
務
め
た
末
武
杏あ

み美
さ

ん
は「
2
歳
か
ら
日
本
舞
踊
を
し
て
い
る

が
日
ご
ろ
か
ら
指
先
や
所
作
に
気
を
付

け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。
今
回
、
一

般
か
ら
参
加
し
、
3
番
太
夫
を
務
め
た

小
橋
な
つ
み
さ
ん
は「
最
初
は
緊
張
し
た

け
ど
楽
し
い
気
持
ち
も
芽
生
え
ま
し
た
。

同
時
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
」。「
先
帝
祭
は
見
る
側

だ
っ
た
の
が
自
分
が
太
夫
を
務
め
る
と

は
」と
4
番
太
夫
を
務
め
た
上
野
美
恵
さ

ん
。
傘
留
太
夫
を
務
め
た
荒
谷
華
奈
さ

ん
は「
違
う
役
柄
で
先
帝
祭
に
は
参
加
し

て
き
ま
し
た
が
、
経
験
と
年
齢
を
重
ね
、

今
回
、
傘
留
太
夫
と
い
う
大
役
に
胸
が

い
っ
ぱ
い
で
す
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
先
帝
祭
は
、
本
番
当
日
、
あ
い
に
く

の
雨
模
様
で
し
た
が
、
シ
ー
モ
ー
ル
下

関
で
は
5
人
の
太
夫
や
多
く
の
参
加
者

が
素
晴
ら
し
い
演
技
を
披
露
し
ま
し
た
。

時
代
は
変
わ
っ
て
も
思
い
は
い
つ
も
同
じ

　
「
こ
れ
か
ら
も
下
関
舞
踊
協
会
は
、
歴

史
を
後
世
に
伝
え
、
伝
統
文
化
を
守
る

た
め
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
日
本
舞
踊

を
教
え
る
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。

若
い
世
代
が
、
先
帝
祭
や
日
本
舞
踊
に

興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
今
後

も
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
」と
花
柳
佳か

寿ず

広ひ
ろ

師
匠
は
力
強
く
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　
先
帝
祭
は
舞
踊
協
会
の
会
員
だ
け
で

な
く
、
一
般
の
人
の
参
加
も
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
試
み
は
、

今
後
の
下
関
の
伝
統
文
化
の
発
展
に
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
。　

下
関
舞
踊
協
会

平成 29年 ｢先帝祭｣ の参加者を募集します
　あなたも下関の歴史の語り部になってみませんか。日本舞踊初心者でも下関舞踊協会が基本
から手ほどきします。来年の先帝祭に向けて、私たちと一緒に稽古に励みましょう。
申問先帝祭上ろう参拝行事実行委員会（下関観光コンベンション協会内）（☎ 223-1144）

本番前の練習に励む皆さん。
左から花柳佳寿広師匠、末武さん、福永さん、荒谷さん、小橋さん、上野さん
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