
問
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る
菅

原
道
真
公
。
道
真
公
を
祭
る
八

橋
の
菅
原
神
社
の
境
内
に
は
、

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
中
期
に
か
け

て
建
て
ら
れ
た
七
基
の
筆
塚
が
あ
り
ま
す
。

筆
塚
は
、
藩
政
時
代
、
検
地
の
記
帳
に
用

い
た
筆
を
埋
め
て
そ
の
記
念
と
し
て
作
っ
た

も
の
が
一
般
的
で
す
が
、
菅
原
神
社
の
筆
塚

は
、
庶
民
教
育
に
携
わ
っ
た
人
々
の
冥
福
を

祈
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が

あ
り
ま
す
。
全
国
的
に
も
た
い
へ
ん
珍
し
く
、

七
基
す
べ
て
が
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

最
も
古
い
筆
塚
は
、
赤
津
洳
水
の
塚
で
弘

化
二
年(

一
八
四
五)

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

残
り
の
六
基
も
明
治
二
十
五
年
ま
で
の
間
に

建
て
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
八
世
紀
後
半
、
秋
田
藩
九
代
藩
主
佐
竹

義
和
の
頃
に
な
る
と
、
学
芸
に
親
し
む
風
潮

は
武
士
階
級
の
み
な
ら
ず
、
町
人
に
も
広
が

り
、
久
保
田
城
下
に
は
寺
子
屋
や
私
塾
が
開

か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
読
み
書
き
、

そ
ろ
ば
ん
と
い
っ
た
実
用
的
な
も
の
に
限
ら

ず
、
武
士
階
級
の
学
問
で
あ
っ
た
論
語
の
普

及
も
こ
の
頃
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
寺
子
屋
の
一
つ
に
赤
津
塾(

大
町)

が

あ
り
、
赤
津
洳
水
は
そ
こ
の
三
代
目
塾
長
で

し
た
。
洳
水
は
、
高
潔
な
人
格
と
教
育
に
か

け
る
情
熱
で
、
人
々
の
深
い
尊
敬
を
集
め
、

門
弟
は
四
百
人
を
優
に
超
え
て
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
の
死
後
、
門
弟
が
恩
師

の
死
を
い
た
み
、
彼
の
愛
用
し
て
い
た
秀
筆

を
埋
め
、
石
碑
を
建
て
て
冥
福
を
祈
っ
た
こ

と
が
菅
原
神
社
筆
塚
の
始
ま
り
で
し
た
。

そ
の
後
も
菅
原
神
社
の
筆
塚
は
、
す
べ
て

赤
津
塾
の
門
下
生
ら
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
彼
ら
が
恩
師
と
あ
お
い
だ
画
家
や
俳

人
、
藩
校
明
徳
館
教
授
、
秋
田
藩
勘
定
奉
行

…
。
石
碑
に
丹
念
に
刻
ま
れ
た
文
字
ひ
と
つ

ひ
と
つ
か
ら
、
こ
の
時
代
の
強
い
師
弟
関
係

が
う
か
が
え
ま
す
。

現
在
、
筆
塚
の
周
り
に
は
梅
が
植
え
ら
れ
、

春
に
な
る
と
偉
人
た
ち
の
功
績
を
讃
え
る
か

の
よ
う
に
白
い
花
を
つ
け
ま
す
。

学
問
の
神
・
道
真
公
の
も
と
で
眠
る
、
庶

民
教
育
を
支
え
た
人
々
の
筆
。
そ
れ
ら
に
あ

や
か
り
、
合
格
や
就
職
の
祈
願
を
す
る
人
は

今
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

教
育
者
の
筆
が
眠
る

菅
原
神
社
筆
塚

● City`s Culture

学

⑭

時を越えて生き続ける見えない力がある。
ふるさとの文化。
いま、次代へ、確かに伝えるもの…。

高さが２メートルもある、画家・荻津勝章の筆塚

■文化課1(866)2246
八橋本町四丁目の旧国
道沿いにあります。境
内には筆塚のほか、記
念碑、句碑も数多く建
てられています。

菅原神社筆塚

書家・大野源蔵の筆塚

菅原神社の社殿。
明治の初め、八
橋にあった寿量
院(東照宮分院)
の拝殿を移築し
たもの

筆
塚
が
語
る

師
弟
の
強
い
き
ず
な

最も古いといわれる
赤津洳水の筆塚

10

恩
師
の
功
績
を
た
た
え
て
…


