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早
い
も
の
で
、
弥
生
神
社
宮
司
と
し
て
こ
の
海
老
名
に
来
て
十

年
経
ち
ま
し
た
。
当
時
は
、
境
内
の
木
々
も
伸
び
放
題
で
光
が
入

ら
ず
暗
い
雰
囲
気
で
し
た
。
お
参
り
に
来
ら
れ
る
方
も
ほ
と
ん
ど

な
く
、
毎
日
お
掃
除
に
明
け
暮
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に

犬
の
お
散
歩
が
始
ま
り
、
少
し
ず
つ
お
参
り
の
方
々
も
み
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

行
事
ら
し
き
行
事
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
氏
子
の
方
々

と
の
ふ
れ
あ
い
の
機
会
を
作
り
た
い
と
い
ろ
い
ろ
企
画
し
て
み

ま
し
た
が
、
ど
れ
も
今
ひ
と
つ
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
た
び
社
報
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
神
社
か
ら

の
一
方
的
な
お
知
ら
せ
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
の
意
見
や
御
感

想
を
も
と
に
し
て
、
読
ん
で
い
た
だ
け
る
紙
面
を
皆
様
と
共
に
作

っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
弥
生
神
社
に
対
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

さ
て
、
平
成
二
十
五
年
は
神
社
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
国

に
と
っ
て
大
切
な
二
十
年
に
一
度
の
大
事
業
、
伊
勢
の
神
宮
の
遷

宮
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
諸
行
事
に
、
当
社
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
方

に
御
参
加
頂
き
ま
し
た
。 

 

私
は
神
宮
の
関
係
者
か
ら
次
の
よ
う
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

大
神
様
を
お
移
し
す
る
た
め
に
古
い
御
殿
の
御
扉
を
開
い
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
静
か
だ
っ
た
の
に
一
瞬
風
が
吹
い
た
こ
と
。
そ

れ
ば
か
り
か
新
し
い
御
殿
の
扉
を
開
き
、
お
入
り
頂
く
時
も
同
様

で
あ
っ
た
と
。
ま
た
、
二
十
年
経
っ
た
古
い
御
殿
で
も
、
大
神
様

が
静
ま
っ
て
お
ら
れ
る
と
き
は
、
堂
々
と
光
り
輝
い
て
見
え
た
も

の
で
す
が
、
お
移
り
に
な
ら
れ
た
後
は
、
古
び
た
廃
墟
の
よ
う
に

見
え
ま
し
た
と
。 

 

御
遷
宮
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
に
御
協
力
賜
り
ま
し
て
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
蔭
様
で
諸
事
つ
つ
が
な
く
斎
行
さ
れ
て
お

り
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
宮
司
） 

 
 

「
氏
神
様
で
む
す
ぶ
人
の
輪 

心
の
輪
」 

 
 

 

 

神宮大麻とお祭り 
お白石持行事 
お宮の風景―七五三、注連縄奉製の集い― 

東北の神社を訪ねて 八幡神社例祭 
復興焼き海苔 奥松島「月光プロジェクト」 

総代より 

寄稿エッセイ「遠藤家と弥生神社」 
本の扉 
春、古今のうた『古今和歌集』ほか 
季節の食文化―節分と柊鰯、鰯のお献立
て 
祭を旅する 
権禰宜日誌 
シリーズ祭祀遺跡「神の島 沖ノ島祭祀遺跡」 

授与品紹介 

 

神宮大麻とお祭り 
お白石持行事 

お宮の風景「七五三 注連縄奉製の集い」 

総代より 
寄稿エッセイ「遠藤家と弥生神社」 
東北の神社を訪ねて 「八幡神社例祭」 
復興焼き海苔 奥松島「月光プロジェクト」 

権禰宜日誌「南相馬にて」 
春、古今のうた『古今和歌集』ほかより 
季節の食文化―節分と柊鰯 
祭を旅する 祝島「神舞」 

シリーズ祭祀遺跡「神の島 沖ノ島祭祀遺跡」 

授与品紹介 
弥生神社御由緒 
編集後記 

弥生        vol.１ 

霞
た
ち
こ
の
め
も
は
る
の
雪
ふ
れ
ば 

花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る 

紀
貫
之 

 



 

新
し
い
お
神
札
で
新
し
い
一
年
を
。 

 

神
宮
大
麻
と
お
祭
り 

 

神
宮

じ
ん
ぐ
う

大
麻

た

い

ま

は
、
伊
勢
の
神
宮
で
奉
製

ほ

う

せ

い

さ
れ
、 

全
国
に
頒
布

は

ん

ぷ

さ
れ
る
お
神 ふ

札 だ

で
す
。 

奉
製
か
ら
皆
さ
ま
に
頒
布

は

ん

ぷ

さ
れ
る
ま
で
に
は 

い
く
つ
も
の
祭
儀

＊

さ

い

ぎ

が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。 

      

神
宮
大
麻
は
伊
勢
の
神
宮
に
あ
る
奉
製

ほ
う
せ
い

所
で
奉
製
さ
れ

て
い
ま
す
。
奉
製
員
は
ま
ず
潔

斎

＊
け
っ
さ
い

を
し
て
身
を
清
め
、
神

宮
を
拝
ん
で
か
ら
奉
製
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
そ
の
準
備
は
、

毎
年
一
月
中
旬
に
始
ま
り
、
暮
れ
に
な
る
と
全
国
の
氏
神
さ

ま
を
通
じ
て
、
皆
さ
ま
の
も
と
に
頒
布
さ
れ
ま
す
。 

伊
勢
の
神
宮
で
は
、
神
宮
大
麻
の
奉
製
の
過
程
で
次
の
よ

う
な
祭
儀
が
行
わ
れ
ま
す
。 

大
麻
暦
奉
製

ほ
う
せ
い

始
は
じ
め

祭
（
一
月
上
旬
） 

大
麻
用
材
伐

よ
う
ざ
い
ば
つ

始
祭
（
四
月
中
旬
） 

大
麻
暦
奉
製
終
了
祭
（
十
二
月
二
十
日
） 

大
麻
修
祓

し
ゅ
ば
つ

式
（
毎
週
一
回
） 

神
宮
大
麻
暦
頒
布

は

ん

ぷ

始
は
じ
め

祭 さ
い

（
九
月
十
七
日
） 

さ
ら
に
、
神
宮
大
麻
が
届
け
ら
れ
る
と
、
各
都
道
府
県
の
神

社
庁
、
各
支
部
（
弥
生
神
社
は
相
模
中
央
支
部
で
す
）
、
各

神
社
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
神
宮
大
麻
暦
頒
布

は

ん

ぷ

始
は
じ
め

祭 さ
い

」
が
お

こ
な
わ
れ
ま
す
。 

 

神
宮
大
麻
は
、
天
照
大
神
の
「
み
し
る
し
」
と
し
て
神
棚

の
中
央
に
お
ま
つ
り
し
ま
す
。
昔
か
ら
、
日
々
の
生
活
の
中

で
そ
の
御
神
徳
を
仰
ぎ
、
御
恩
に
感
謝
す
る
表
象
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
本
年
も
弥
生
神
社
社
務
所
に
て
頒
布
し
て
お
り

ま
す
。
毎
年
、
新
し
い
神
宮
大
麻
と
氏
神
さ
ま
の
お
神
札
を

受
け
て
、
新
し
く
清
々
し
い
一
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。 

 

＊
祭
儀
…
（
さ
い
ぎ
）
神
仏
な
ど
を
祭
る
儀
式 

＊
潔
斎
（
け
っ
さ
い
）
…
物
忌
み
。
斎
戒
。
肉
食
や
流
血
な
ど
の
穢

れ
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
り
、
禊
を
し
て
身
を
清
め
る
こ
と
。 

＊
修
祓
…
（
し
ゅ
ば
つ
）
お
は
ら
い 

 

【
参
考
文
献
】 

神
社
本
庁
発
行
『
神
宮
大
麻
・
暦
に
つ
い
て
の
Ｑ

＆
Ａ
』『
神
宮
大
麻
の
歴
史
と
意
義
』、
國
學
院
大
学
日
本
文
化
研
究

所
編
『
神
道
辞
典
』 

  

伊
勢
の
神
宮
で
は
、 

        

弥生神社での神宮大麻頒布始祭（25 年 12 月 1 日） 

お
神
札
の
あ
る
く
ら
し 

 

く
ら
し
の
中
で 

神
さ
ま
の
恵
み
に
感
謝
の
祈
り
を
さ

さ
げ
ま
し
ょ
う 

  

神
棚
が
な
く
て
も
… 

お
札
立
て
や
家
具
に
白
い
紙
を
敷
い
て

お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う 

 

 

 
神宮大麻と弥生神社のお神札 



 

伊
勢
の
神
宮
で
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
に
新
宮
に

大
御
神

お
お
み
か
み

さ
ま
が
御
移
り
に
な
る
遷
御

せ
ん
ぎ
ょ

の
儀
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
「
式
年

し
き
ね
ん

遷
宮

せ
ん
ぐ
う

」
は
、
平
成
十

七
年
の
「
山
口
祭
」
に
始
ま
り
、
八
年
の
間
、
約
三
十
の
祭

儀
と
行
事
を
積
み
重
ね
ま
す
。
弥
生
神
社
で
は
、
平
成
十
八
、

十
九
年
の
「
お
木
曳

＊
お
き
ひ
き

行
事
」
に
参
加
。
そ
し
て
二
十
五
年
七

月
、
内
宮
の
「
お
白
石
持
行
事
」
に
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の

行
事
は
、
新
宮
が
立
つ
御
敷
地

お

し

き

ち

に
敷
く
白
石
を
奉
献
す
る
行

事
で
す
。
前
日
に
は
二
見

ふ

た

み

興お
き

玉た
ま

神
社
に
て
心
身
を
清
め
る
浜

参
宮
に
参
列
。
当
日
、
小
雨
の
降
る
中
、
お
か
げ
横
丁
を
出

発
し
、
宮
川
か
ら
集
め
ら
れ
た
白
石
を
載
せ
た
車
を
宇
治
橋

ま
で
曳
き
ま
し
た
。
境
内
で
は
白
い
布
に
ひ
と
つ
ず
つ
白
石

を
包
み
、
新
宮
の
御
垣
内
に
進
み
、
御
敷
地
に
並
べ
て
参
り

ま
し
た
。 

 

 

海
老
名
よ
り
伊
勢
の
地
へ  

 

お
白
石
持
行
事 

                     

 

                 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
十
年
に
一
度
の
行
事
に
参
加
で
き
る
と
聞
い
た

と
き
、
こ
ん
な
機
会
は
二
度
と
な
い
か
も
し
れ
な

い
！
と
思
い
、
す
ぐ
に
飛
び
つ
き
ま
し
た
。 

お
白
石
持
は
、
最
初
何
千
人
と
い
う
人
数
で
綱
を

引
き
進
ん
で
い
き
ま
す
。
あ
ま
り
に
大
勢
な
の
で
自

分
が
ど
の
辺
り
に
い
る
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
な
か
な

か
実
感
も
わ
か
ず
に
い
ま
し
た
が
…
先
に
進
む
と
、

一
人
に
一
つ
ず
つ
の
お
白
石
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。
さ

す
が
に
期
待
感
と
緊
張
感
ま
で
わ
い
て
き
て
ド
キ
ド

キ
で
す
。
思
っ
て
い
た
よ
り
も
大
き
な
石
を
、
両
手

で
し
っ
か
り
と
持
ち
、
御
正
殿
へ
向
か
い
ま
し
た
。 

こ
の
中
に
は
次
の
次
（
四
十
年
後
）
の
式
年
遷
宮

ま
で
入
れ
な
い
と
聞
き
感
無
量
で
し
た
。
そ
し
て
、

世
界
平
和
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
人
の

幸
せ
を
願
い
お
白
石
を
納
め
て
き
ま
し
た
。 

 

伊
勢
神
宮
の
今
ま
で
感
じ
た
事
の
な
い
よ
う
な
独

特
の
空
気
、
荘
厳
な
雰
囲
気
、
一
つ
一
つ
の
光
景
が

今
で
も
は
っ
き
り
と
心
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。
ま

た
二
十
年
後
も
行
け
た
ら
い
い
な
あ
。 

 
 
 
 
 
 

中
里
ゆ
か
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二見興玉神社での浜参宮 

―伊勢神宮参拝の旅― 

平成 26年 3月 18日～20日 

 

＊内宮・外宮参拝 

＊古殿地拝観 諸施設見学 

＊参加費 40,000円程度 

 

主催：神奈川県神社庁 

詳細は弥生神社社務所へお問

い合わせください。 

046（231）2595 

 
＊
お
木
曳
行
事
…
式
年
遷
宮
で
用
い
ら
れ
る
檜
の
用
材
を
、

内
宮
、
外
宮
の
境
内
ま
で
曳
く
行
事
。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD


 

 

 

黄
色
に
輝
く
銀
杏
と
菊
の
花
咲
く
境
内 

秋 
 

七
五
三
詣 

 

         

 

                         

                         

 

 

秋
晴
れ
の
大
安
、
弥
生
神
社
に
お
参
り
し

ま
し
た
。
美
し
い
銀
杏
や
菊
に
迎
え
ら
れ
て

写
真
撮
影
し
た
後
、
宮
司
さ
ま
に
祝
詞
を
あ

げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
声
が
謡
の
よ
う
に

響
い
て
素
敵
で
し
た
。
実
は
そ
の
内
容
を
聞

き
取
れ
た
の
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
で
し
た
。

こ
こ
ま
で
無
事
に
育
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
、

こ
れ
か
ら
の
健
や
か
な
成
長
と
家
族
の
幸
せ

を
祈
る
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、
喜
び
と
感
謝

の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
子

ど
も
達
の
記
憶
に
も
残
っ
た
よ
う
で
、
し
ば

ら
く
「
か
し
こ
み
か
し
こ
み
～
」
と
う
た
っ

て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

野
口
聡
子 

 

藁
の
香
り
に
包
ま
れ
て 

初
冬 

注
連
縄

し

め

な

わ

奉
製
の
集
い 

 

十
二
月
八
日
、
社
殿
に
お
飾
り
す
る
注
連
縄
を

氏
子
総
代
の
皆
さ
ん
、
地
域
の
方
々
と
賑
や
か
に

奉
製
し
ま
し
た
。
自
然
の
恵
み
を
生
か
し
た
古
来

か
ら
伝
わ
る
技
術
を
伝
承
し
、
皆
で
学
ん
で
い
く

行
事
で
あ
り
、
新
年
を
迎
え
る
大
切
な
準
備
で
す
。

作
業
後
に
は
恒
例
の
お
で
ん
を
美
味
し
く
頂
き
、

親
睦
を
深
め
ま
し
た
。 

毎
年
師
走
の
第
一
日
曜
日
に
開
催
致
し
ま
す
。

見
学
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。
掲
示
板
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
お
知

ら
せ
致
し
ま
す
。 

お子様の健やかな成長を氏神様に御祈願し感

謝する大切な人生儀礼。昔から日本人が行っ

てきたご家庭での儀式、安産祈願、初宮詣、

七五三といった神社での御祈願―について、

弥生神社では冊子『お子様の人生儀礼』をお

配りしています。社務所にお声掛けください。 

 

お
宮
の
風
景 

二
十
五
年
度
も
た
く
さ
ん
の
お
子
様
が

お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
弥
生
神

社
で
は
、
心
を
込
め
て
お
子
様
の
健
や
か
な

ご
成
長
を
ご
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。
新
た
に

お
休
み
処
と
写
真
撮
影
で
ご
利
用
い
た
だ

け
る
よ
う
木
製
の
縁
台
を
設
置
し
ま
し
た
。 

今
年
も
さ
ら
に
た
く
さ
ん
の
ご
家
族
に

と
っ
て
思
い
出
深
い
日
と
な
り
ま
す
よ
う
、

当
社
で
は
様
々
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、

準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

 

 



 

総
代
さ
ん
よ
り 

神
社
を
め
ぐ
る
出
会
い 

地
域
の
活
性
へ
む
け
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

嶋
貫
勝
造 

私
は
、
弥
生
神
社
総
代
の
委
嘱
を
、
池
田
宮
司
よ
り
平
成

十
六
年
に
賜
り
、
そ
の
間
九
年
、
宮
司
、
総
代
会
長
、
総
代

の
方
々
、
氏
子
の
皆
様
等
々
、
多
数
の
方
々
に
御
指
導
を
受

け
な
が
ら
、
神
社
諸
行
事
の
準
備
な
ど
に
当
た
ら
せ
て
頂
き

ま
し
た
。 

 

今
日
ま
で
の
神
社
へ
の
貢
献
と
成
果
は
？
と
問
わ
れ
る

と
自
信
を
も
っ
て
返
答
で
き
る
項
目
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
社
に
つ
い
て
の
知
識
が
疎

い
中
で
、
総
代
の
委
嘱
を
賜
っ
た
お
蔭
で
、
前
に
述
べ
た

方
々
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
御
指
導
を
賜
る
こ
と
が
で
き
、

御
相
談
も
気
軽
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が

私
に
と
っ
て
な
ん
に
も
替
え
難
く
、
尊
い
一
番
の
成
果
と
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
紙
面
を
お
借
り
し
て
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
弥
生
神
社
は
四
カ
村
に
鎮
座
し
て
い
た
神
社
の
合

祀
に
よ
り
創
建
さ
れ
、
崇
敬
者
の
多
い
由
緒
あ
る
神
社
と
し

て
、
地
域
の
守
り
神
と
し
て
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
、
地
域
の
方
々
、
崇
敬
者
の
方
々
が
気
軽
に
参
拝
に

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
池
田
宮
司
御
指
導
の
も
と
、
総
代

全
員
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

神
社
諸
行
事
に
つ
い
て
も
、
今
ま
で
以
上
に
、
氏
子
の
皆

様
方
と
総
代
と
が
一
緒
に
協
力
し
合
え
る
状
況
を
作
り
、
諸

行
事
、
諸
活
動
が
充
実
し
て
少
し
で
も
海
老
名
市
の
発
展
、

地
域
の
活
性
に
つ
な
が
れ
ば
、
こ
ん
な
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

今
後
と
も
、
御
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

                   

「
い
わ
ゆ
る
三
三
九
度
の
杯
や
巫
舞
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
結

婚
奉
告
祭
な
ら
で
き
ま
す
。
心
を
込
め
て
執
り
行
い
ま
す

よ
。
」
と
池
田
清
宮
司
の
お
言
葉
。
私
た
ち
夫
婦
は
派
手
な

挙
式
に
苦
手
意
識
も
あ
り
、
教
会
式
も
何
か
が
ち
が
う
、
と
、

入
籍
後
の
結
婚
式
を
ど
う
し
よ
う
か
考
え
て
い
た
。
弥
生
神

社
で
の
結
婚
奉
告
祭
は
、
我
々
に
丁
度
良
い
。 

早
速
お
願
い
を
し
、
親
族
と
友
人
に
声
を
掛
け
、
拝
殿
に

集
っ
た
。
十
一
月
は
七
五
三
の
時
期
で
、
皆
さ
ん
忙
し
か
っ

た
で
あ
ろ
う
に
、
丁
寧
に
対
応
し
て
下
さ
っ
た
。
宮
司
の
祝

詞
が
響
く
拝
殿
の
中
は
厳
か
で
、
そ
し
て
ま
も
な
く
温
か
な

祝
福
と
喜
び
に
包
ま
れ
た
。
記
念
写
真
の
中
の
私
は
満
足
気

だ
っ
た
。 

そ
の
後
、
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
職
場
に
い
た
も
の
の
、
一
年

後
に
は
息
子
を
出
産
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
子
授
け
守
り
の

お
か
げ
？
）。 

 

こ
ん
な
ふ
う
に
、
結
婚
奉
告
祭
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
家
族

が
生
ま
れ
、
弥
生
神
社
と
繋
が
っ
た
。
初
詣
に
厄
払
い
、
お

宮
参
り
、
七
五
三
、
神
社
は
家
族
の
歴
史
に
彩
り
を
与
え
て

く
れ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
今
年
の
十

一
月
も
、
菊
が
と
て
も
綺
麗
で
し
た
。 

遠
藤
由
美
子 

              

弥
生
神
社
例
祭 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

平
成
二
十
六
年 

四
月
十
二
（
土
）・
十
三
日
（
日
） 

 
 

寄
稿
エ
ッ
セ
イ 

「遠
藤
家
と
弥
生
神
社 

 

結
婚
奉
告
祭
―
。
こ
う
し
て
私
た
ち
家
族
が
生
ま

れ
、
弥
生
神
社
と
つ
な
が
っ
た
。 

 弥生神社では、23 名の総代の皆

さんに支えられています。毎号、

お仕事の内容や神社との関わり

など紹介していただきます。文

章から総代さん一人一人のお人

柄や神社への思いをお伝えでき

ることでしょう。 

 

 社務猫ちょろ（母）＆きーこ（娘） 

ヤ
ア 

フ
ン 

ぼ
～ 



 

東
北
の
神
社
に
て
。 

 

本
吉
町 

八
幡
神
社
例
祭 

 

九
日
二
十
九
日
、 

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
地
区
に
て 

八
幡
神
社
の
例
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

    

 

宮
城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
地
区
は
東
日
本
大
震
災

の
津
波
に
よ
っ
て
、
住
宅
の
ほ
と
ん
ど
が
流
さ
れ
ま
し
た
。

震
災
後
、
い
ち
早
く
高
台
移
転
の
合
意
が
な
さ
れ
、
現
在
は

移
転
先
の
整
地
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

小
泉
地
区
に
鎮
座
す
る
八
幡
神
社
の
歴
史
は
古
く
、
田
束

山
の
修
験
道
者
が
神
官
と
な
っ
て
以
来
、
山
内
義
夫
現
宮
司

の
先
祖
が
代
々
、
神
官
と
し
て
神
社
を
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
津
波
に
よ
り
八
幡
神
社
の
里
宮
と
と
も
に
、
宮
司

さ
ま
の
自
宅
、
祭
儀
具
等
々
す
べ
て
が
流
さ
れ
、
高
台
に
あ

っ
た
本
殿
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
甚
大
な
被
害

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
震
災
後
も
氏
子
総
代
さ
ん
、
地
元
の

方
々
の
尽
力
と
、
全
国
か
ら
の
祭
儀
具
等
の
物
的
支
援
や
神

輿
の
担
ぎ
手
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
っ
て
、
秋
の
例
祭

を
継
続
し
て
斎
行
し
て
い
ま
す
。 

震
災
以
前
は
、
「
神
輿
と
共
に
地
区
の
皆
さ
ん
の
住
居
を

お
祓
い
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
」
と
、
建
物
の
基
礎
だ
け
残
っ

た
宅
地
の
跡
を
、
神
輿
と
共
に
歩
き
な
が
ら
宮
司
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
年
は
、
何
本
も
の
幟
や
獅
子
、

太
鼓
、
神
輿
の
飾
り
な
ど
が
寄
贈
さ
れ
、
昨
年
よ
り
華
や
か

さ
を
増
し
て
い
ま
し
た
。
震
災
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
演
芸

会
も
、
小
泉
中
学
校
の
敷
地
で
特
別
ス
テ
ー
ジ
を
設
置
。
地

元
の
皆
さ
ん
の
協
力
で
復
活
し
ま
し
た
。
そ
し
て
神
輿
渡
御

で
は
、
地
元
小
泉
中
学
校
の
三
年
生
が
手
作
り
の
神
輿
を
か

つ
い
で
参
加
。 

大
漁
旗
で
作
っ
た
は
っ
ぴ
も
華
や
か
で
、

中
学
校
ま
で
の
道
の
り
を
彩
っ
て
い
ま
し
た
。
太
鼓
の
音
と

子
ど
も
た
ち
の
声
で
、
昨
年
よ
り
賑
や
か
な
神
輿
渡
御
と
な

り
ま
し
た
。 

ま
た
、
地
区
を
流
れ
る
小
泉
川
は
鮭
の
養
殖
が
さ
か
ん
で
、

津
波
で
養
殖
場
が
被
害
を
受
け
た
後
も
夏
に
は
稚
魚
を
流

せ
る
よ
う
に
と
尽
力
さ
れ
、
今
年
も
無
事
に
放
流
を
し
ま
し

た
。
新
設
の
養
殖
場
見
学
の
折
に
は
、
現
場
の
方
々
の
仕
事

へ
の
誇
り
や
地
元
漁
業
を
担
う
責
任
感
の
強
さ
を
感
じ
ま

し
た
。
例
祭
当
日
に
は
、
小
泉
川
沿
い
で
、
鮭
が
良
く
育
ち

ま
す
よ
う
に
と
祈
る
恒
例
の
神
事
が
あ
り
、
川
の
水
と
立
派

に
育
っ
た
鮭
を
お
供
え
し
て
い
ま
し
た
。 

 

「
震
災
後
、
全
国
か
ら
様
々
な
方
が
支
援
し
て
く
だ
さ
り
、

御
縁
が
で
き
た
こ
と
が
嬉
し
い
」
「
少
し
ず
つ
も
の
が
そ
ろ

い
多
く
の
人
が
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
祭
り
の
形
が

で
き
て
い
け
ば
い
い
」
と
、
地
元
の
方
々
も
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
。
毎
年
一
歩
ず
つ
前
に
進
ん
で
い
こ
う
と
い
う
宮

司
さ
ん
や
総
代
さ
ん
の
お
気
持
ち
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う

な
地
元
の
方
々
の
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
お
祭
り
で
し
た
。 

本殿より小泉地区を見渡しながら神輿が下る。震災前は住宅地だった。 

本殿より 3 基の神輿出御。担ぎ手は地元の若い方やボランティアさん。 

 

 



 

             
 
 
 
 
 

  

         

奥 ＊

松
島
月
浜
は
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
り
甚
大

な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
震
災
前
は
海
苔
養
殖
業
の
ほ
か
、

観
光
業
も
さ
か
ん
で
、
民
宿
、
遊
覧
船
、
潮
干
狩
り
、
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
に
よ
る
展
望
台
巡
り
、
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
観
光
業
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
津
波
に
よ

り
、
漁
場
、
海
苔
養
殖
施
設
、
民
宿
と
も
に
流
さ
れ
、
震
災

直
後
は
事
業
再
建
に
つ
い
て
全
く
先
の
見
え
な
い
状
況
だ

っ
た
と
い
い
ま
す
。 

そ
ん
な
中
、
月
浜
の
海
苔
養
殖
業
者
の
方
々
が
生
産
再
開

に
向
け
、
共
同
生
産
グ
ル
ー
プ
「
月
光
」
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
以
来
、
海
苔
生
産
の
様
子
や
現
状
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
積

極
的
に
発
信
し
、
オ
ー
ナ
ー
制
度
も
開
始
し
ま
し
た
。 

弥
生
神
社
で
は
、
平
成
二
十
四
年
よ
り
仙
台
市
の
大
崎
神

社
さ
ん
の
仲
立
ち
に
よ
り
、
月
浜
の
「
復
興
焼
き
海
苔
」
を

撤
下
神
饌
と
し
て
頒
布
し
て
い
ま
す
。
東
北
の
海
の
恵
み
を

神
様
に
お
供
え
し
、
共
に
美
味
し
く
頂
く
こ
と
で
、
私
た
ち

の
復
興
へ
の
願
い
が
届
き
ま
す
よ
う
に
と
考
え
て
お
り
ま

す
。 

現
在
、
月
浜
は
高
台
移
転
へ
の
協
議
を
重
ね
て
お
り
、
漁

業
体
験
、
民
宿
、
海
水
浴
場
な
ど
も
再
開
。
美
し
い
海
に
賑

わ
い
が
戻
っ
て
き
て
い
ま
す
。
よ
り
活
気
あ
る
月
浜
に
な
り

ま
す
よ
う
祈
り
な
が
ら
今
後
も
応
援
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

＊
奥
松
島
…
日
本
三
景
「
松
島
」
の
う
ち
、
東
松
島
市
内
で
も
沿
岸

部
、
特
に
宮
戸
島
を
突
端
と
し
た
半
島
付
近
。 

＊
撤
下
神
饌
（
て
っ
か
し
ん
せ
ん
）
…
神
様
に
捧
げ
る
食
べ
物
（
神

饌
）
を
下
げ
た
も
の
。 

 

         

 

 小泉川沿いでの神事。鮭養殖業の方々が参列。 

手づくりの神輿とはっぴで参加した中学生。大漁

旗が鮮やかに映える。 

奥
松
島
月
浜 

 

月
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

復
興
焼
き
海
苔 

 

弥
生
神
社
で
は
、 

宮
城
県
奥
松
島
月
浜
産
の
焼
き
海
苔
を
、 

撤
下

＊
て
っ
か

神
饌

し
ん
せ
ん

と
し
て
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。 

 

「月光プロジェクト」では、海苔の直販をして

います。ご注文方法や「月光海苔」ラインナッ

プ、ほか詳細はホームページをご覧ください。  

http://www.gekkoh7.jp/ 

 

 

「月光」の海苔生産施設のようす。 

平成 25 年 2 月、月浜の海苔生産施

設を訪ねました。美味しい海苔がで

きるまでを見学。そして美しい自然

に感激しました。ぜひ皆さんも月浜

観光へ！ 

御
縁
あ
っ
て
八
幡
神
社
さ
ん
の
例
祭
に
前
年
に
引
き
続

い
て
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 



 

                             

                          

                         

  

権
禰
宜
日
誌 

「 

南
相
馬
に
て
」 

十
一
月
一
日
、
福
島
県
南
相
馬
市
に
い
た
。
宗
教
宗
派
を
超
え
て
活
動

す
る
「
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
」
の
皆
さ
ん
と
小
高
地
区
、
同
慶
寺
の

清
掃
の
お
手
伝
い
を
す
る
た
め
だ
っ
た
。 

 

前
日
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す
る
南

相
馬
市
の
「
カ
リ
タ
ス
原
町
ベ
ー
ス
」
で
宿
泊
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
同

部
屋
は
大
槌
町
の
カ
リ
タ
ス
ベ
ー
ス
で
奮
闘
し
て
い
る
同
世
代
の
方
で
、

震
災
の
こ
と
、
被
災
地
で
の
経
験
、
互
い
の
事
を
語
り
合
い
、
意
気
投
合

し
た
。
宿
舎
で
お
世
話
に
な
っ
た
シ
ス
タ
ー
の
柔
和
な
笑
顔
と
親
切
な
応

対
は
自
然
と
心
に
沁
み
て
、
神
様
に
お
仕
え
す
る
者
ど
う
し
で
す
ね
」
と

の
お
言
葉
に
恐
縮
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

翌
朝
、
カ
ト
リ
ッ
ク
原
町
教
会
で
の
ミ
サ
に
参
列
。
オ
ル
ガ
ン
の
音
色

と
と
も
に
歌
う
讃
美
歌
と
、
神
父
さ
ま
の
お
言
葉
。
震
災
の
被
害
者
の
方
々

へ
の
鎮
魂
、
復
興
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
初
め
て
の
経
験
に
よ

る
も
の
め
ず
ら
し
さ
以
上
に
、
親
近
感
と
共
感
を
覚
え
た
。 

朝
食
後
に
向
か
っ
た
同
慶
寺
。
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
と
な
り
、
日

中
の
立
ち
入
り
許
可
が
お
り
て
以
来
、
毎
月
一
日
と
十
五
日
に
檀
家
さ
ん

が
集
ま
り
清
掃
（
結
い
）
を
行
っ
て
い
る
。
活
動
前
に
ま
ず
、
皆
で
「
般

若
心
経
」
を
唱
え
、
復
興
へ
の
祈
り
を
捧
げ
た
。
困
難
な
状
況
下
で
寺
を

守
る
田
中
住
職
の
淡
々
と
し
た
、
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢
と
、
震
災
前
か
ら
の

檀
家
さ
ん
と
の
絆
を
守
る
努
力
、
僧
侶
と
し
て
歩
ん
で
き
た
道
の
り
―
、

自
ら
を
省
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

本
堂
の
清
掃
や
境
内
の
掃
き
掃
除
、
草
む
し
り
。
檀
家
さ
ん
た
ち
と
汗

を
流
し
、
桜
の
植
樹
を
し
て
記
念
撮
影
。
そ
し
て
境
内
を
眺
め
な
が
ら
お

茶
の
時
間
。
穏
や
か
な
日
差
し
の
も
と
、
檀
家
さ
ん
も
笑
顔
で
楽
し
げ
だ

っ
た
。
世
間
話
か
ら
寺
の
歴
史
、
震
災
前
後
の
生
活
の
こ
と
―
、
お
話
は

尽
き
な
か
っ
た
。
心
の
奥
に
複
雑
な
思
い
を
抱
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う

皆
さ
ん
と
、
心
地
良
く
楽
し
い
時
間
が
共
有
で
き
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。 

檀
家
さ
ん
の
笑
顔
と
共
に
、
温
か
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
宗
教
者

の
方
々
の
深
い
信
仰
心
に
よ
る
ぶ
れ
な
い
姿
勢
、
そ
れ
ゆ
え
の
他
者
へ
の

寛
容
さ
、
優
し
さ
、
敬
意
―
が
心
に
残
っ
た
。
今
回
実
感
し
た
の
は
、
考

え
方
や
信
条
が
異
な
ろ
う
と
も
、
同
じ
気
持
ち
や
願
い
に
よ
っ
て
、
縁
が

繋
が
り
、
新
た
な
力
や
貴
重
な
場
が
創
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
相
手
と

の
違
い
を
理
解
し
認
め
合
う
、
違
和
感
を
親
密
さ
に
変
え
て
い
く
努
力
を

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

そ
し
て
、
地
元
の
方
々
に
御
案
内
い
た
だ
き
南
相
馬
か
ら
浪
江
町
、
鹿

島
区
へ
。
駅
、
町
、
港
、
目
に
す
る
現
実
と
住
民
の
方
々
の
悲
し
み
が
→ 

   

→
重
く
身
に
迫
っ
た
。
一
方
で
、
ず
っ
し
り
と
た
た
ず
む
大
悲
山
の
石
仏
に

は
心
が
静
ま
り
、
仏
の
も
つ
悠
久
の
力
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
全
国
か

ら
多
く
の
子
供
さ
ん
が
植
樹
に
参
加
し
た
と
い
う
鹿
島
区
の
森
の
防
潮
堤
で

は
、
苗
木
が
風
に
揺
れ
西
日
で
葉
が
眩
し
く
て
、
温
か
な
未
来
を
思
っ
た
。

夕
刻
、
津
波
で
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
跡
地
に
新
た
に
祠
と
鳥
居
が
立
っ
た
山

田
神
社
で
手
を
合
わ
せ
た
。
忘
れ
が
た
い
滞
在
と
な
り
、
南
相
馬
で
お
世
話

に
な
っ
た
皆
様
、
同
行
の
先
生
方
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
権
禰
宜
） 

「柊鰯」のこと 

節分にイワシの頭をヒイラギに挿して戸口にかかげて魔よけとする風

習は広く行われている。このほか大晦日などの歳の替わり目や流行病が

流行ったときにも同じことをする。これらは、ヒイラギの葉のとげやイ

ワシの悪臭で邪霊や疫病を防ごうとしたものであり、古く《土佐日記》

元日の条にナヨシの頭とヒイラギをつけた家々のしめ縄のことが出て

くる。（『平凡社大百科事典』ヒイラギの項より）       (小河) 

 

季
節
の
食
文
化 

 
 
 

節
分
と
鰯 

鰯のイタリアン巻き 

 
材料 

イワシ…開いて 2枚に 

ミニトマト…半分に切る 

高野豆腐…戻して一口サ

イズに切る 

エリンギ…スライスに 

チーズ…適量 

オリーブオイル…小さじ 1 

白ワイン…大さじ 1 

ニンニク…1かけ 

塩…少々 

 
作り方 

①イワシに高野豆腐、エリ

ンギ、チーズ、ミニトマト

の順で重ね、イワシで巻い

て楊枝を刺し固定する。 

②フライパンにオリーブ

オイル、ニンニクを入れ、

熱したら①を入れる。 

③白ワインを入れたらフ

タをして、火が通ったら塩

をふりかけ、できあがり。 

 

牛や豚などの動物は人間より体温が高く、川

に住む魚は人間よりも体温が低いですね。人間よ

り体温が高い動物の脂が体内に入ると、脂は固ま

ってしまいます。逆に、人間より体温が低い魚の

脂は体内に入っても固まらないのです。体内に入

っても固まらない魚の脂は、血液サラサラにひと

役かっているのです。 

 

 

家族の 

節分レシピ 

 

原あずさ（主婦） 
ひとくち栄養メモ！ 

恵方巻き 

巻き寿司を切らずに 1本丸ごと食べる、

これは「縁を切らない」という意味。ま

た七福神にちなんで、かんぴょう・きゅ

うり・伊達巻き・穴子（うなぎ）など 7

種類の具を入れます。これは「福を巻き

込む」という意味を込めています。 

 



 

                             

                           

                           

「生活文化史学者の著者が、国家との関わりから食の変

遷を読み解きます。食の原型、神に捧げる神饌料理、料

理技術に革命をもたらした精進料理、肉食を促進した明

治の戦争・軍隊食、戦後の魚肉ソーセージ出現の理由…。

独特な日本の食文化転換史です。」 

日本の食はどう変わってきたか 

神の食事から魚肉ソーセージまで  

 

原田信男／著 

東京：角川学芸出版  

2013 年 04 月  

 

 「神奈川県内約 50 の町で出合った美味しいお店、地

元の人々が足繁く通う街角の食堂を紹介しています。

2006 年から神奈川新聞に連載された 50 回分を一冊に

まとめたもの。続編として『もう一杯！』と『おかわ

り！』も刊行されています。現在は閉店しているとこ

ろもあるようなのでご注意を。」 

かながわ定食紀行 

 

今柊二／著  

横浜：神奈川新聞社 

2008 年 10 月  

 

 

「神奈川県では“地産地消”を重点施策とし、農林

水産業の振興を図っています。本書では県内でとれ

る旬の食材を使ったおかずレシピ 192 点を紹介。地

元農林水産業の多彩さ、豊かさを感じることのでき

る一冊です。行事食カレンダー、朝市情報も併せて

掲載。」 

「全国 300地点、5000人の話者から「聞き書き」し

てできあがった世界最大の食文化データベース神

奈川編です。三浦半島の食、相模原台地の食など、

今まさに記録しなければ失われてしまう伝統的食

文化を知ることができます。」 

今
回
は
“
食
べ
る
こ
と
”
に
つ
い
て
知
見
の
深
ま
る
図

書
を
集
め
て
み
ま
し
た
。
食
品
加
工
・
流
通
の
発
展
に

よ
り
、
い
つ
で
も
好
き
な
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
現
在
だ

か
ら
こ
そ
、“
食
べ
る
こ
と
”
と
歴
史
・
伝
統
、
風
土
の

つ
な
が
り
を
見
直
す
こ
と
が
毎
日
の
食
卓
の
豊
か
さ
を

担
保
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
掲
載
し
た
五
冊
は
い

ず
れ
も
海
老
名
市
立
図
書
館
に
所
蔵
が
あ
り
ま
す
！ 

「食生活、家庭環境の変化に伴い、行事・歳時食の意

義をこどもに伝えていくことが難しくなった昨今。本

書では「行事」と「食」のつながりを、料理レシピつ

きで紹介しています。行事・歳時食の意義を家族で楽

しく理解することができます。」 

聞き書 神奈川の食事 

日本の食生活全集 14 

 

「日本の食生活全集 神奈川」 

編集委員会／編 

東京：農山漁村文化協会  

1992 年 07 月  

 

 

かながわのおかず  

郷土の食材と料理 

 

生活情報センター編集部／

編 東京：生活情報センタ

ー 

2006 年 09 月  

 

 

イラスト版行事食・歳事食 

子どもとマスターする 

特別な日の料理 

 

坂本廣子／著  

東京：合同出版  

2007 年 06 月 

 

 

本
を
読
む
。 

 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 



 

       

  

 

  

山
口
県 

上
関
町
祝
島
「
神
舞
」
① 

 

周
防
灘
に
浮
か
ぶ
祝
島
は
周
囲
十
二
キ
ロ
ほ
ど
の
島
。
柳

井
港
か
ら
連
絡
船
で
六
十
五
分
。
一
年
を
通
し
て
温
暖
で
ビ

ワ
や
ミ
カ
ン
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
海
岸
は
岩
礁
が
多
く

タ
イ
、
ヒ
ラ
メ
、
ア
コ
ウ
な
ど
魚
の
宝
庫
で
あ
る
。
こ
こ
祝

島
で
四
年
に
一
度
行
わ
れ
る
「
神
舞
（
か
ん
ま
い
）」。
祭
り

の
準
備
は
前
年
か
ら
始
ま
り
、
島
民
総
出
で
立
派
な
仮
神
殿

を
立
て
、
切
り
飾
り
で
神
殿
を
飾
る
。
当
日
は
大
分
県
国
東

半
島
の
伊
美
別
宮
社
か
ら
神
職
と
里
楽
師
を
船
で
迎
え
、
五

日
間
、
神
恩
感
謝
の
神
事
と
神
楽
の
奉
納
が
行
わ
れ
る
。
そ

の
間
、
島
は
多
く
の
観
光
客
や
故
郷
の
島
に
戻
り
、
祭
り
に

参
加
す
る
人
た
ち
で
賑
わ
う
。 

祝
島
か
ら
姫
島
を
経
由
し
て
国
東
半
島
へ
至
る
航
路
は

先
史
、
古
代
に
お
け
る
最
短
コ
ー
ス
。
西
下
す
る
と
き
の
最

後
の
中
継
地
で
万
葉
集
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
。
国
東
半
島
の

伊
美
と
祝
島
と
の
縁
は
遥
か
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。
伝
承
で
は

仁
和
二
年
（
八
六
六
）
、
豊
後
国
伊
美
郷
の
人
た
ち
が
領
主

の
命
を
受
け
、
山
城
国
の
石
清
水
八
幡
宮
の
神
様
を
奉
じ
て

帰
国
の
途
中
嵐
に
会
い
、
祝
島
三
浦
湾
に
漂
着
。
島
に
は
三

軒
の
民
家
が
あ
り
、
島
民
は
貧
し
い
生
活
で
あ
っ
た
が
彼
ら

を
心
か
ら
も
て
な
し
た
。
一
行
は
そ
の
礼
と
し
て
神
霊
を
祀

る
こ
と
を
教
え
、
護
国
の
種
（
麦
）
を
贈
っ
た
。
島
民
は
そ

れ
を
機
に
荒
神
（
大
歳
の
神
）
を
祀
り
農
耕
を
始
め
た
と
こ

ろ
生
活
は
豊
か
に
な
っ
た
。
以
来
、
島
民
は
「
お
種
戻
し
」

と
し
て
毎
年
八
月
に
欠
か
さ
ず
豊
後
国
伊
美
別
宮
社
に
初

穂
を
供
え
参
拝
し
て
き
た
。 

 

神
舞
行
事
は
何
度
も
中
断
を
挟
み
な
が
ら
そ
の
た
び
ご

と
に
島
民
が
奮
闘
し
復
活
さ
せ
、
伝
統
を
引
き
継
い
で
き
た
。

そ
し
て
平
成
二
十
四
年
も
島
民
総
出
で
盛
大
に
斎
行
さ
れ

た
。（
続
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

家
人
は
帰
り
を
早
来
と
祝
島 

斎
ひ
待
つ
ら
む
旅
行
く
我
を 

草
枕 

旅
行
く
人
を
祝
島 

幾
代
経
る
ま
で 

斎
ひ
来
に
せ
む 

 
 
 
 
 

遣
新
羅
使
人
『
万
葉
集 

巻
十
五
』 

【
参
考
】
祝
島
神
舞
奉
賛
会
監
修
『
祝
島 

神
舞 

２
０
０
０
』 

山
口
県
文
化
財
愛
護
協
会
発
行
『
周
防
祝
島
の
神
舞
行
事
』
（
昭
和

五
十
三
） 

     

霞
た
ち
こ
の
め
も
は
る
の
雪
ふ
れ
ば
花
な
き
里
も

花
ぞ
散
り
け
る 

紀
貫
之
『
古
今
和
歌
集
』
第
一
春
歌
上 

           
  

折
れ
芦
の
鴨
の
入
り
江
に
陽
は
さ
し
て
ゆ
き
て
か

え
ら
ぬ
も
の
に
春
く
る 

 
 

 

馬
場
あ
き
子
『
桜
花
伝
承
』（
昭
和
五
十
二
） 

 

く
さ
も
樹
も
な
べ
て
が
天
へ
た
れ
さ
が
る
こ
の
倒 

錯
を
春
と
い
う 

 

村
木
道
彦
『
天
唇
』
（
昭
和
四
十
九
） 

懐
か
し
き
手
紙
展ひ

ろ

げ
る
や
う
に
海
、
春
は
小
波
の
一

小
節
よ
り 

 
 

 
 

 

小
黒
世
茂
『
猿
女
』
（
平
成
十
七
） 

祭を旅する 

 

 

 

 

 

 

「
霞
が
立
ち
、
木
の
芽
が
ふ
く
ら
む
春
の
雪
が
降
っ
て
い
る
の
で
、

花
な
ど
咲
い
て
い
な
い
里
な
の
に
花
が
散
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
よ
。
」 

＊
木
の
芽
が
萌
え
て
い
る
の
は
実
際
の
光
景
で
は
な
く
、
さ
ら
に

「
花
な
き
里
」
は
花
が
咲
か
な
い
里
で
あ
る
と
し
、
心
の
中
の
春

に
胸
を
躍
ら
せ
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。 

＊
こ
の
め
も
は
る
の
「
は
る
」
に
「(

木
の
芽
が)

張
る
」
と
春
を

掛
け
て
い
る
。 

 

【
参
考
】『
古
今
和
歌
集
』
佐
伯
梅
友
考
注
（
岩
波
書
店
）
片
桐
洋

一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈 

上
』
講
談
社
（
平
成
十
年
） 

 

春
、
古
今
の
う
た 

 

日本各地に伝わる祭。その土地の

神様と自然と人々とが織りなす

祈りの世界―。現在まで連綿と続

いてきた地域文化を見渡せば、き

っと尊いものがみつかるはず!?

毎号、リポートを掲載します。  

 

平成 22 年、初めて祝島へ。神舞

奉賛会の会長さん、国東半島の伊

美別宮社の宮司様にお話を伺い、

神舞の伝統と島の人たちの祭り

にかける思いに触れました。そし

て 24 年、いよいよ神舞の本番！

カメラ片手に防波堤の上へ！…

そのようすやエピソードをお伝

えします。       （権） 



 

    

 

  

                         

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

第
一
回 

神
の
宿
る
島
～
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
～ 

福
岡
県
宗
像

む
な
か
た

市
、
玄
界
灘
の
洋
上
に
浮
か
ぶ
「
沖
ノ
島
」
は
、
北
部
九
州
と

朝
鮮
半
島
を
結
ぶ
直
線
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
古
く
か
ら
「
神
の
宿
る
島
」

と
し
て
人
々
か
ら
崇
敬
さ
れ
る
と
と
も
に
、
四
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、

東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
対
外
交
渉
に
際
し
、
航
海
の
安
全
祈
願
と
国
家
鎮
護
の
国

家
的
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
た
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

昭
和
二
十
九
年
よ
り
、
昭
和
四
十
六
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
三
度
の
発
掘
調

査
で
は
、
島
の
中
腹
に
あ
る
巨
石
の
岩
上
や
岩
陰
で
二
十
三
ヶ
所
の
斎
場
が
発

見
さ
れ
、
金
製
指
輪
や
金
銅
製
馬
具
、
ペ
ル
シ
ャ
製
の
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
碗
や
唐と

う

三
彩

さ
ん
さ
い

な
ど
約
八
万
点
の
奉
献
品
が
出
土
し
、
す
べ
て
国
宝
、
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。 

現
在
、
沖
ノ
島
に
は
、
宗
像
大
社
の
三
宮
の
ひ
と
つ
沖
津
宮

お
き
つ
み
や

が
鎮
座
し
、
そ

こ
に
は
、
田た

心ご
り

姫ひ
め

神
が
祀
ら
れ
、
島
全
体
が
宗
像

む
な
か
た

大
社
の
神
領
と
さ
れ
る
と
と

も
に
、
御
神
体
島
と
し
て
、
皇
室
と
国
家
安
泰
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、「
女
人
禁
制
」
、「
上
陸
の
際
の

禊
み
そ
ぎ

」、「
島
で
見
聞
し
た
こ
と
を
他
言

し
な
い
」、「
島
の
物
を
持
ち
出
さ
な
い
」
な
ど
の
禁
忌

き

ん

き

が
守
ら
れ
、
わ
が
国
固 

 

有
の
神
祇

じ

ん

ぎ

信
仰
に
お
け
る
崇
拝
形
態
の
変
遷
を
確
認
で
き
る
貴
重
な
遺
産
と

さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥
越
道
臣
（
考
古
学
） 

 

【
参
考
文
献
】 

『
宗
像
沖
ノ
島
』
第
三
次
沖
ノ
島
学
術
調
査
隊
編
、
宗
像
大
社
復
興
期

成
会
、
昭
和
五
十
四
年
三
月 

 

先
人
の
祈
り
の
跡
を
た
ど
っ
て 

シ
リ
ー
ズ 

 
祭
祀
遺
跡 

宗
像
神
社 

 

福
岡
県
宗
像
郡
玄
海
町
田
島2

3
1
1
 

 

0
9
4
0
-6

2
-1

3
1
1
 

（
沖
津
宮
） 

 

【
祭
神
】
田
心
姫
神
（
沖
津
宮
） 

、 
 

 

湍
津
（
た
ぎ
つ
）
姫
神
（
中
津
宮
）、 

市
杵
（
い
ち
き
）
島
姫
神
（
辺
津
宮
） 

【
例
祭
】
十
月
一
～
三
日 

（
秋
季
大
祭
〈
放
生
会
・
み
あ
れ
祭
〉） 

 

「
神
宝
館
」
…
古
代
か
ら
続
く
宗
像
三
女
神

へ
の
信
仰
と
奉
斎
し
て
き
た
宗
像
一
族
の
歴
史

を
物
語
る
宝
物
を
展
示
。
古
代
、
神
体
島 

沖
ノ

島
で
行
わ
れ
た
大
和
政
権
に
よ
る
祭
祀
で
奉
献

さ
れ
た
約
八
万
点
に
お
よ
ぶ
国
宝
の
神
宝
類
。

ま
た
、
宗
像
一
族
ゆ
か
り
の
中
世
文
書
や
阿
弥

陀
経
石
、
石
造
狛
犬
な
ど
の
重
要
文
化
財
が
観

覧
で
き
る
。 

 

「祭祀遺跡」とは…神々を祀る宗教行事に関係

した遺跡です。山岳の神・峠の神・河川の神・

岩石の神・森林の神・海洋の神を祀るなどその

形態はさまざま。神道と深く結びつく我々の祖

先の祈りの跡を毎号シリーズで辿ります。「海

の宗像・山の男体」ということで次回は「男体

山祭祀遺跡」を予定しています。         



 

   

 

  

       

                         

           

弥
生
神
社
御
由
緒 

編
集
後
記 

多
く
の
方
々
を
巻
き
込
み
発
行
に
至
り
ま
し
た
。
突

然
の
原
稿
依
頼
、
催
促
…
。
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

地
域
の
一
神
社
と
し
て
そ
の
役
割
や
形
を
模
索
す
る

中
、
弥
生
神
社
も
オ
ン
ラ
イ
ン
でFa

ceBo
ok

やTwi
tte

r

で
の
発
信
も
始
め
、HP

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
進
行
中
（
…

汗
）
。
そ
ん
な
な
か
あ
え
て
紙
媒
体
で
、
な
る
べ
く
（
低

予
算
で
）
手
作
り
で
情
報
と
思
い
を
丁
寧
に
つ
め
こ
ん

だ
社
報
を
、
参
拝
さ
れ
た
方
々
に
御
挨
拶
と
し
て
お
贈

り
し
新
年
を
タ
ー
ト
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。 

そ
し
て
東
北
の
こ
と
。
気
仙
沼
ま
で
の
コ
ン
ビ
ニ
お

に
ぎ
り
を
補
給
し
な
が
ら
の
長
～
い
道
中
（
宮
司
単
独

運
転
）
…
そ
の
先
で
出
会
っ
た
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
で
き

ご
と
。
東
北
の
方
々
の
息
遣
い
や
ぬ
く
も
り
、
御
縁
の

も
つ
大
き
な
可
能
性
、
な
ど
な
ど
お
伝
え
し
た
か
っ
た
。

そ
し
て
、
三
陸
の
海
は
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
で
す
。 

次
号
の
構
成
も
思
案
中
。
神
社
、
神
道
に
親
し
み
を

持
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
。
皆
さ
ん
が
参
加
で
き

る
行
事
を
ど
ん
ど
ん
御
案
内
で
き
る
紙
面
に
な
り
ま
す

よ
う
に
、
励
み
ま
す
。
ま
た
、
地
元
海
老
名
の
こ
と
を

記
録
し
共
有
し
た
く
、
寄
稿
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
海

老
名
の
昔
話
な
ど
大
歓
迎
で
す
。
そ
の
ほ
か
御
意
見
も

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
地
域
の
皆
様
と
つ
く
り
あ
げ
て
い

く
弥
生
神
社
＆
社
報
を
目
指
し
ま
す
。 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
良
き
年

に
な
り
ま
す
よ
う
に
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
権) 

編
集
・
発
行 

弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北 

二
‐
十
三-

十
三 

 

授
与
品
紹
介 

 

明
治
四
十
二
年
三
月
国
分
に
鎮
座
の
八
幡

社
、
上
今
泉
の
比
良
神
社
、
柏
ケ
谷
の
第
六
天

社
、
望
地
の
大
綱
神
社
を
合
祀
し
て
創
建
さ
れ

た
。 

 

神
社
の
称
号
に
つ
い
て
は
、
御
遷
座
が
弥
生

の
季
節
で
あ
り
、
万
物
全
て
が
天
地
の
恩
恵
を

受
け
、
栄
え
行
く
時
で
あ
る
か
ら
氏
子
一
同
こ

れ
に
あ
や
か
り
、
弥
栄
え
行
く
よ
う
に
と
の
祈

り
を
込
め
て
、
弥
生
神
社
と
定
め
た
。
な
お
新

宮
地
は
、
風
光
明
媚
な
大
松
原
の
現
在
地
を
最

適
地
と
し
て
定
め
た
。 

 

御
祭
神  

誉
田
別
命
（
ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と
） 

猿
田
彦
命
（
さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と
） 

高
産
霊
命
（
た
か
み
む
す
び
の
み
こ
と
） 

日
本
武
男(

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と)

 

 
 

 

 

干支根付守り

り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厄 除 守 り

り 

 

 

 

 

弥生守 り

り 

 

 

 

 

安 産 守 り

り 

 

 

 

 

学 業 守 り

り 

 

 

 

 

交通安全守り

り 

 

 

 

 

縁結び守 り

り 

 

 

 

 

健 康 守 り

り 

 

 

 

 

当社では神職が心を込めてオリジナ

ルのお守り袋をデザインしておりま

す。毎号で紹介させていただきます 

社
務
所
に
て
こ
の
ほ
か
様
々
な
授
与
品
を
頒
布

し
て
お
り
ま
す
。 

何
や
ら
新
し
い
こ
と
を

は
じ
め
た
ら
し
い
ニ
ャ 

 

 

*2色ございます 


