
　
　

産  

土

　
「
産
土
」
と
書
い
て
、
う
ぶ
す
な
、

と
読
み
ま
す
。

　

こ
の
言
葉
を
声
に
出
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

	

　

＊　
　

＊

　
「
産
土
」
と
は
自
分
が
生
ま
れ
た

土
地
。
そ
し
て
い
ま
生
活
す
る
地
域

の
こ
と
も
、「
産
土
」
と
呼
び
ま
す
。

　

古
く
か
ら
人
々
は
「
う
ぶ
す
な
」

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
地
元
、
ふ
る
さ

と
。

	

　

＊　
　

＊

　

鎮
守
の
社
（
や
し
ろ
）
を
「
産
土

さ
ま
」
と
も
い
い
ま
す
。

	

　

＊　
　

＊

　

う
ぶ
す
な
の
神
社
に
お
ま
い
り
す

る
の
が
産
土
詣
（
う
ぶ
す
な
も
う
で
）

で
す
。

　

誕
生
し
た
赤
ち
ゃ
ん
の
産
土
詣
。

家
族
の
健
康
を
祈
る
産
土
詣
。
そ
し

て
お
正
月
も
、
産
土
詣
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。

	

　

＊　
　

＊
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村
祭
り
　
明
治
45
年
・
文
部
省
唱
歌

村む
ら

の
鎮ち
ん
じ
ゅ守

の
神か
み
さ
ま様

の

今き
ょ
う日

は
め
で
た
い
御お
ま
つ
り
び

祭
日

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

朝あ
さ

か
ら
聞き

こ
え
る
笛ふ
え
た
い
こ

太
鼓

年と
し

も
豊ほ
う
ね
ん
ま
ん
さ
く

年
満
作
で

村む
ら

は
総そ
う
で出

の
大
お
お
ま
つ
り祭

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

夜よ
る

ま
で
賑に
ぎ

わ
う
宮み
や

の
森も
り

治お
さ

ま
る
御み

よ代
に
神か
み
さ
ま様

の

め
ぐ
み
仰あ
お

ぐ
や
村
む
ら
ま
つ
り祭

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

ド
ン
ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ　

ド
ン
ヒ
ャ
ラ
ラ

聞き

い
て
も
心
こ
こ
ろ

が
勇い
さ

み
立た

つ

　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　
祭
り
の
笛
太
鼓
の
音
は
こ
こ
し
ば
ら

く
の
間
、遠
の
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
歌
を
口
ず
さ
む
と
、
気
持
ち
高
ぶ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
小
学
校
の
音
楽

の
時
間
に
皆
で
歌
い
ま
し
た
。

　
待
ち
ま
し
ょ
う
、大
人
も
子
供
も「
総

出
の
大
祭
」が
で
き
る
日
を
。　（
宮
司
）　   

　

神か
み
だ
な棚

と
御お

ふ

だ
神
札
の
お
話

◎
新
年
に
神
棚
に
お
ま
つ
り
す
る
御お

ふ

だ
神
札

の
一
そ
ろ
え
を
「
お
正
月
さ
ま
」
と
云
い

ま
す
。

　
我
が
家
に
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と

は
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。
神
様
の

前
に
い
つ
で
も
手
を
合
わ
せ
て
、
家
族
の

健
康
・
安
全
と
繁
栄
を
祈
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

　
神
棚
の
向
き
は
、
神
様
（
＝
御
神
札
）

か
ら
み
て
南
向
き
ま
た
は
東
向
き
（
北
側

ま
た
は
西
側
を
背
に
）
に
お
ま
つ
り
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
い
の

場
合
は
、
壁
に
釘
な
ど
打
た
ず
に
、
簡
易

型
の
宮み

や
が
た形
を
置
い
て
御
神
札
を
お
ま
つ
り

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
務
所
に
用
意

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
声
掛
け
く

だ
さ
い
。

◎
御
神
札
は
、
一
年
を
通
し
、
い
つ
で
も

神
社
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新
年

を
迎
え
る
前
の
十
二
月
中
に
御
神
札
を
受

け
、
神
棚
に
お
飾
り
し
た
上
で
、
お
正
月

を
迎
え
る
お
家
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
倉
賀
野
町
の
近
隣
地
域
に
伝
わ
る
「
お

正
月
さ
ま
」
一
そ
ろ
え
の
御お

ふ

だ
神
札
に
つ
い

て
、
下
の
写
真
の
番
号
順
に
お
話
し
し
ま

① ②③ ④

し
ょ
う
。

①
「
神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
」　

皇
室
の
御
祖
先
神
で
あ

る
「
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
」
を
ま
つ
る
神じ

ん
ぐ
う宮
の
御お

ふ神

札だ

で
す
。「
お
伊
勢
さ
ま
」
と
も
よ
ば
れ
、

日
本
中
の
家
庭
で
、
神
棚
の
い
ち
ば
ん
中
央

に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
「
歳と

し
が
み神
さ
ま
」　
神
棚
に
歳
神
様
を
ま
つ

る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
お
家
に
お
正
月
が
来

る
、
と
い
わ
れ
ま
す
。
新
し
い
一
年
の
恵
み

を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
る
神
様
で
す
。

③
「
年

ね
ん
ち
ゅ
う
は
ら
え

中
祓
」　
細
長
い
形
状
の
お
ふ
だ
で
、

昔
は
家
の
門
口
の
竹
筒
に
差
し
て
お
き
、
帰

宅
す
る
と
、
こ
の
神
札
を
抜
き
取
っ
て
わ
が

身
に
か
ざ
し
、
身
に
付
い
た
災さ

い
や
く厄
を
祓は

ら

い

清
め
て
か
ら
家
の
中
に
入
っ
た
と
い
い
ま

す
。
今
日
で
は
神
棚
に
一
緒
に
ま
つ
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

④
「
三さ

ん
ぼ
ん
こ
う
じ
ん

本
荒
神
さ
ま
」　
生
活
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
火
と
水
の
清
浄
を
お
守
り
い

た
だ
き
ま
す
。
幣へ

い
だ
い台
の
上
に
三
本
並
べ
て

差
し
立
て
ま
す
。
も
と
も
と
は
竈か

ま
ど門
や
井

戸
、
便
所
な
ど
の
各
所
に
立
て
た
と
い
い

ま
す
が
、
今
日
で
は
神
棚
に
い
っ
し
ょ
に

ま
つ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た

台
所
に
お
ま
つ
り
す
る
家
も
あ
り
ま
す
。

①
か
ら
④
の
御
神
札
が
一
そ
ろ
え
と
な
っ

て
「
お
正
月
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
ま
す
。

◎
ま
た
、
四
月
十
九
日
に
春
の
大
祭
を
迎

え
る
と
、
神
社
か
ら
「
鎮
守
倉
賀
野
神
社
」

の
御
神
札
を
受
け
て
、
あ
わ
せ
て
神
棚
に

お
ま
つ
り
し
ま
す
。
古
来
、「
春は

る
き
と
う

祈
祷
の
御

神
札
」
と
よ
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　「
倉
賀
野
神
社
奉
賛
会
」
に
ご
加
入
い
た

だ
い
て
い
る
お
家
に
は
、
春
の
大
祭
ご
と

に
、
神
社
総
代
さ
ん
が
こ
の
御
神
札
を
お

届
け
し
て
い
ま
す
。

◎
さ
ら
に
御
神
札
を
旅
先
で
受
け
た
り
、

崇
敬
す
る
神
社
か
ら
受
け
た
り
す
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
神
棚
の
中
も
、

だ
ん
だ
ん
混
み
あ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
日
本
は
「
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
」
の
国
で
す
か
ら
、

い
っ
そ
う
神
さ
ま
の
ご
守
護
を
い
た
だ
く
こ

と
で
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
な

の
で
す
。

　
宮み

や
が
た形
（
神
棚
の
社

や
し
ろ
）
の
中
に
、
い
く
つ
か

の
御
神
札
を
重
ね
て
お
ま
つ
り
し
た
り
、
外

に
立
て
か
け
て
ま
つ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
①
の
「
神

宮
大
麻
」
を
い
ち
ば
ん
中
央
に
、
そ
し
て
前

面
に
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

◎
な
お
、
年
毎
に
新
し
い
御
神
札
を
神
社
か

ら
受
け
て
お
ま
つ
り
し
、
一
年
を
経
た
御
神

札
は
、
こ
れ
ま
で
の
ご
守
護
に
感
謝
を
こ
め

て
、
神
社
に
返
納
す
る
の
が
古
来
の
習
わ
し

で
す
。

◎
同
居
の
御
家
族
に
御
不
幸
の
あ
り
ま
し
た

と
き
は
、
神
棚
の
前
に
白
紙
を
下
げ
、
五
十

日
間
の
喪
に
服
し
ま
す
。忌き

明あ

け
の
の
ち
に
、

再
び
神
社
に
お
参
り
し
た
り
、
家
の
神
棚
前

の
拝
礼
を
再
開
し
ま
す
。「
お
正
月
様
」
の

御
神
札
は
、
年
の
途
中
で
も
社
務
所
で
お
受

け
に
な
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
お
問
合
せ
）

倉
賀
野
神
社
社
務
所

☎
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

「
お
正
月
さ
ま
」
御
神
札
の
ま
つ
り
方
の

一
例
。
神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻（
天

て
ん
し
ょ
う
こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

照
皇
大
神
宮
さ
ま
）

は
、
つ
ね
に
中
央
に
お
ま
つ
り
し
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
人

も
、
折
々
に
、
生
れ
た
町
の
こ
と
、

な
つ
か
し
い
家
族
の
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
し
彼か

の
地
に
行
く
こ

と
が
で
き
な
く
と
も
、
お
家
の
近
く

の
産
土
神
社
に
お
参
り
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　

思
い
立
っ
た
ら
、
産
土
さ
ま
の
鳥

居
は
、
い
つ
で
も
く
ぐ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　 小 中 学 生 の 舞 姫 の 稽 古。 小 学 三、 四 年 生 は

「豊
とよさかのまい

栄舞」。小学五年生と中学一、二年生は「浦安の

舞」。稽古の始まりと終わりには、そろって正座し、

御神前に拝礼します。

真剣に取り組む姿は、

神様もきっとご覧い

ただいていることで

す。
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倉
賀
野
神
社
総
代
会
長　

 
 

 

　

髙
橋 

義
明

　
乱
雑
と
し
た
書
棚
か
ら
古
い
写
真
と
そ

の
挨
拶
文
の
原
稿
が
出
て
き
た
。
昭
和
二
十

年
に
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
三
十
六
人

が
並
ん
だ
同
窓
会
の
も
の
で
あ
る
。

　
若
く
は
な
い
が
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い

ほ
ど
の
年
寄
り
で
も
な
い
。

　
私
は
宴
会
の
前
に
「
子
供
に
返
っ
て
楽

し
ん
で
下
さ
い
。
私
も
楽
し
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
」
と
言
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。

　
心
配
が
あ
っ
た
、
鼾
と
寝
言
で
あ
る
。

　
私
の
そ
れ
は
騒
音
で
あ
り
、
野
獣
の
咆

哮
だ
と
い
う
。
相
部
屋
の
人
に
迷
惑
を
掛

け
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
以
前
丁
重
に

水
泳
の
耳
栓
を
配
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
通

販
で
さ
が
し
た
鼻
に
装
着
す
る
器
具
も
試

し
て
み
た
、
効
き
目
な
く
枕
を
投
げ
付
け

ら
れ
、
廊
下
に
運
び
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
一
計
を
案
じ
て
い
た
、
眠
ら
な
け
れ

ば
い
い
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
イ
ビ
キ
を
か

か
な
い
。
ネ
ゴ
ト
を
言
わ
な
い
。
し
か
し

随
想

　
　

　「 

自 

分 

神 

」

飲
み
明
か
す
に
は
体
力
が
な
く
な
っ
て
い

る
。
思
い
つ
い
た
の
が
相
部
屋
の
人
を
潰
し

て
し
ま
う
こ
と
だ
。
酔
わ
せ
て
、
寝
か
し
て

し
ま
う
の
だ
。
私
の
方
が
先
に
つ
ぶ
れ
た
。

　
目
が
覚
め
る
と
赤
い
目
を
し
た
ケ
ン
チ
ャ

ン
が
睨
ん
で
い
た
。
一
睡
も
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
。

　
原
稿
の
隅
に

　
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ル
に
神
の
名
を
借
り
た
飛

行
機
が
飛
び
込
ん
だ
、
と
あ
る
。

　「
お
客
様
は
神
様
で
す
」
三
波
春
夫
が
言

っ
た
。
彼
の
歌
、
い
く
つ
か
私
に
も
唄
う
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
セ
リ
フ
だ
け
は
好

き
に
な
れ
ま
せ
ん
。

　
客
を
み
く
び
り
、
神
は
ワ
ガ
マ
マ
と
言
っ

た
尊
大
で
奢
り
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。
三
波

春
夫
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
作

家
の
森
村
誠
一
は
人
物
伝
の
な
か
で
、

　「
舞
台
に
立
つ
と
き
、
敬
虔
な
心
で
神
に

手
を
合
わ
せ
た
と
き
と
同
様
に
、
心
を
昇
華

し
な
け
れ
ば
真
実
の
芸
は
で
き
な
い
。
芸
の

神
髄
は
神
を
前
に
し
た
表
現
で
あ
り
、
神
が

受
け
取
り
手
、
そ
れ
が
聴
衆
で
あ
り
観
客
で

あ
る
。
唄
う
と
き
、
そ
こ
に
私
は
神
を
見
る
」

　
神
を
信
じ
る
こ
と
で
、
自
分
を
高
め
、
芸

を
磨
い
て
い
た
の
で
す
。

　
ま
い
り
ま
し
た
。
侮
り
と
不
遜
が
私
の
ほ
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毎
月
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
月
次

祭
。
十
月
一
日
も
、
朝
六
時
三
十
分

に
開
式
し
ま
し
た
。
国
家
・
皇
室
の

安
泰
と
、
地
域
の
安
全
を
祈
願
す
る

神
事
で
す
。
こ
の
日
は
高
木
千
重
子

禰ね

ぎ宜
が
祝
詞
を
奏
上
し
、
一
同
が
玉

串
を
さ
さ
げ
て
拝
礼
し
ま
し
た
。

　

直な
お
ら
い会

の
ご
神し

ん
す
い水

拝は
い
た
い戴

は
コ
ロ
ナ
の
た

め
自
粛
。
続
い
て
神
職
の
講
話
が
あ
り
ま
し

た
。
お
神み

こ
し輿
の
「
わ
っ
し
ょ
い
」
は
、「
輪わ

を
一
緒
に
」、
ま
た
「
和わ

し
て
背せ

お負
え
」
の

意
味
に
つ
な
が
る
。
今
は
賑
や
か
に
神
輿
を

担
ぐ
環
境
で
は
な
い
け
れ
ど
、
今
朝
は
こ
の

場
で
一
緒
に
唱
和
し
ま
し
ょ
う
と
、
マ
ス
ク

の
皆
が
一
声
だ
け
「
わ
っ
し
ょ
い
！
」。

　
お
よ
そ
二
十
分
ほ
ど
の
短
い
儀
式
を
終
え

て
、
一
同
、
爽
や
か
な
笑
顔
で
散
会
と
な
り

ま
し
た
。

距離を保ち参列いただきます。月
次祭に昇殿をご希望の方はどうぞ
社務所にお声掛けください。

　
　
　
　
　「
米
沢
藩
と
倉
賀
野
氏
」　
　
　
　
　
　
　
　権ご

ん

禰ね

ぎ宜　

髙
木
祐
花

　
　	

	

▷米沢の倉賀野氏　米沢市遠
とおやままち

山町の西
さいみょうじ

明寺を訪れ
た。そこに倉賀野長

ち ょ う ざ え も ん

左衛門統基という人を初代と
する、代々のお墓がある。前回（社報 70 号）に
も取り上げたが、建長５年（1253）に本神社の社
殿を造営したと伝わる、倉賀野三郎高俊の子孫で
ある。
　墓参した折に、ご住職から、市立米沢図書館で
資料を見ることができると聞き、訪ねてみた。倉
賀野家が代々上杉の家臣として仕え、屋敷を構え
ていたことを示す「米沢御城下絵図」を新たに見
ることができ、大変感激した。
▷倉賀野城を去る　話は戻るが、倉賀野三郎高俊
が社殿を造営してのち、当地の烏川左岸の崖上に
倉賀野城が築かれている。しかし永禄７年（1564）、
上杉謙信に従っていた城主倉賀野左衛門五郎直行
は武田信玄に攻められて落城し、上杉氏を頼って
越後に逃れることになった。直行は越後で名を倉
賀野長左衛門統基と改め、直江山城守（兼続）直
属の家臣団、与板衆を務めた。
　その後、長左衛門統基は、上杉氏が越後から会
津へ、さらに米沢へと転封を重ねるに、付き従う。
二代行重以後は、米沢藩で最上級家臣団と称され
る侍組九十六家に名を連ね（『天保二年五月写，

侍組席次』他資料より）、幕末の九代主
と の も

殿
まで上杉の家臣として仕えたという。　
▷「川止め」の縁　文久３年（1863）、当
社神主・高木出雲の日記がある。10 月、米
沢藩の一行が京から中山道を下る際に、川
止めにより倉賀野宿に一泊したと書かれて
いる。その中に九代・倉賀野主殿がいた。
藩主の上杉斉憲が徳川家茂の上洛供

ぐ ぶ

奉と京
都警護を命じられ、主殿がそれに随行して
いたのである。偶然にも 3 百年前の祖先の
地を踏むことになり、主殿は従者２名を飯

いい

玉
だま

宮（現・倉賀野神社）に遣わせ参拝した。
▷幕末から明治へ　時代は幕末動乱期。ち
なみに、現在の御本殿はこの頃、造営工事
の最中で、慶応２年（1866）９月に完成し
ている。主殿が倉賀野宿を通ってから５年
後、慶応４年（1868）に戊辰戦争が始ま
る。米沢藩は東北諸藩と奥羽越列藩同盟を
結び、新政府軍との激しい戦いへ進んでい
った。主殿もまた、その渦中にあったと想
像できる。記録によると、明治時代を迎え
て間もなく主殿はこの世を去り、倉賀野氏
は次の十代左源へと続くのである。

う
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
得
体
の
し
れ
ぬ
ウ
イ
ル
ス
で
世
界
が
荒
れ

て
い
る
。
日
本
で
も
平
安
の
昔
か
ら
の
神
と

そ
の
祭
り
が
と
ど
こ
お
っ
て
い
る
。

　
歳
を
と
っ
た
せ
い
で
、
神
に
か
ん
し
て
考

え
が
変
わ
っ
て
き
た
。
神
は
心
奥
深
く
に
潜

ん
で
い
る
自
分
神
な
の
だ
。
人
は
誰
で
も
神

を
抱
え
て
い
る
。
祭
り
は
そ
れ
を
司
る
親
神

と
自
分
神
と
の
出
会
い
な
の
だ
。
喜
び
や
憂

い
も
あ
る
。

　
三
波
春
夫
さ
ん
の
よ
う
な
す
っ
き
り
と
し

た
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
妄
想
で
す
。

亀が見える。明治８年の拝殿造営の記録

『諸職人日記録』に、８月「兼次郎  向
こうはい

拝 

虹
こうりょう

梁 下  手
て ひ じ き

肘木 浪ニ亀  始メ」とあり、

彫
ほ り も の し

物師 石川兼次郎の作とわかる。

拝
殿
彫
刻
　「
手
肘
木
（
て
ひ
じ
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
波
に
亀
」

  月 次 祭（つきなみさい）■
短
信
■

▽
四
月
十
九
日
　「
春
季
例
大
祭
」。
あ

わ
せ
て
御
本
殿
保
存
修
理
工
事
の
「
竣

工
奉
告
祭
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
氏

子
崇
敬
者
の
皆
様
の
御
奉
賛
の
も
と
に

御
本
殿
屋
根
替
え
工
事
が
無
事
完
了
し

た
こ
と
を
神
前
に
奉
告
し
ま
し
た
。

▽
六
月
二
十
四
日
「
神し

ん
せ
ん
で
ん

饌
田
の
御
田
植

祭
」。
　
敬

と
し
の
み
や宮

愛
子
内
親
王
様
の
御
誕
生

を
記
念
し
て
、
境
内
に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
す
。
御
田
植
祭
は
こ
と
し
で
二
十

回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　倉
賀
野
中
の
生
徒

有
志
も
参
加
。

　
そ
し
て
稲
穂
が
め
で
た
く
実
り
ま
し

た
。
秋
の
大
祭
に
お
供
え
し
ま
す
。

▽
六
月
三
十
日
　「
夏な

ご
し越

の
大

お
お
は
ら
え祓

」。
参

拝
者
は
参
道
の
茅ち

の
わ輪

を
く
ぐ
っ
て
疫
病

除
け
を
祈
願
し
ま
し
た
。
社
殿
の
中
で

大お
お
は
ら
え
こ
と
ば

祓
詞
を
一
同
で
奉
唱
す
る
儀
は
休

止
し
ま
し
た
が
、
一
年
を
折
り
返
す
大

切
な
区
切
り
の
と
き
に
、
つ
み
・
け
が

れ
を
祓は

ら

い
清き

よ

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
な
お
大
晦
日
の
十
二
月
三
十
一
日

に
は
「
年
越
の
大
祓
」
が
お
こ
な
わ
れ

ま
す
。

▽
十
月
三
日
　「
神
楽
の
集
い
」。
高
崎

市
と
市
神
楽
保
存
協
議
会
の
共
催
に
よ

り
開
か
れ
ま
し
た
。
今
回
で
五
回
目
。

　
倉
賀
野
神
社
附
属
太
々
神
楽
保
存
会 

（
今
井
徳
男
会
長
）
も
出
演
し
、「
稲
荷

種
蒔
き
の
舞
」
を
演
じ
ま
し
た
。

　
保
存
会
で
は
神
楽
舞
、
笛
太
鼓
な
ど

の
会
員
を
広
く
募
集
し
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
皆
さ
ん
最
初
は
初
め
て
の
人

で
す
。
お
問
合
せ
は
ど
う
ぞ
社
務
所
ま

で
。

小
さ
な
田
ん
ぼ
な
の

で
、
長
靴
で
も
中
に

入
れ
ま
せ
ん
。ことし 9 月 29 日の

神饌田。

榛名文化会館「第５回神楽の集い」
に倉賀野神社の保存会が出演。市
内の神楽七団体が参加した。


