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倉
賀
野
神
社
の
「
太
鼓
と
和
琴
」

む
か
し
も
今
も
、
神
社
の
祭
事
に
は
、
い
つ
も
「
音お

と

」
が
あ
り
ま
す
。

神
社
に
伝
わ
る
太
鼓
と
和わ

ご
ん琴

を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

「
文
化
五
年
の
太
鼓
」。
革
を
張
り
替

え
る
度
に
鋲
び
ょ
う
を
打
ち
な
お
し
て
、
胴

が
短
く
な
っ
て
い
る
。
太
鼓
を
支
え

る
台
は
後
年
造
り
替
え
ら
れ
た
と
み

え
、
脚
に
「
慶
応
三
丁
ひ
の
と

卯う

星　

二
月

初
午
日
」
と
刻
ん
で
あ
る
。

現
在
の
太
鼓
（
昭
和
五
十
九
年

甲き
の
え
ね子

三
月
奉
納
）

拝殿正面の彫刻。勅
ちょくし

使宗
むねみつ

光（中央）の膝の上に細長
い琴が見える。八郎大蛇は琴の音を聴いて随喜の涙
を流し、龍（左側）に化身したという場面。

　　　■ 文化 5年奉納の太鼓 ■

　太鼓は、神社の儀式の開始と終了を
合図するものです。ここに見るのは、
文化５年（1808）、中山道の倉賀野宿
に鎮座する飯

いいだま

玉大明神（現在の倉賀野
神社）に奉納された太鼓です。この太
鼓を叩

たた

いて、江戸時代の神社でどのよ
うな祈願がおこなわれていたのか、想
像すると興味が尽きません。
　太鼓の胴には「倉賀野宿　七ヶ郷鎮
守　飯玉大神」「文化五辰年五月吉日　
願主　仲町中　上町旅籠屋中」と刻ま
れ、あわせて「蔦

つた や

屋亦兵衛」など 8人
の世話人の名が記されています。
　倉賀野宿の周辺の村々は「七ヶ郷」
とよばれ、神社は地域の総鎮守であっ
たことがわかります。
　長年の間に革

かわ

を何度も張り替えたた
め太鼓の胴が短くなっていますが、昭
和の末ごろまで現役でありました。

　　　■「飯玉縁起」と和琴 ■

　和
わご ん

琴は、わが国でも最も起源の古い
楽器といわれます。『古事記』の神話の
中に見え、また県内の古墳からも「琴
弾き埴

はにわ

輪」が出土しています。
　倉賀野神社の拝殿正面を見上げると、
貴人が膝の上に乗せた小さな琴（和琴）
を弾いている彫刻が見えます。これは神
社に伝わる飯

いいだま

玉八郎の物語『飯
いいだまえんぎ

玉縁起』
を彫刻したものといわれます。
　文武の道に優れた八郎は兄たちに疎

うと

まれ、鳥
とりばみのいけ

琢池の岩屋に長く閉じ込めら
れてしまう。やがて八郎は怒りの余り
大
おろ ち

蛇の姿に変じて国中に害悪をもたら
すようになる。東国に向かう途中の
勅
ちょくし

使宗
むねみつ

光がそれを聞き、怒れる大
おろ ち

蛇に
琴を弾いて聞かせると、八郎は随

ずい き

喜の
涙を流して改心し、いま龍神に化身し
て天空に飛び上がる場面といいます。

和
わごん

琴は桐材の胴に、６本の絹の弦
げん

を張り、琴
ことじ

柱は楓
かえで

の枝
の二股を自然のままに使っている。『飯玉縁起』にちなみ、
神社では御祈祷式に和琴が奏される。写真は平成 16 年
に奉納された和琴。

懐かしの写真　　■ 正面大鳥居建立記念 ■

　正面大鳥居は昭和 31年 9月に一度

建立された後、昭和 43年 10月に「明

治百年記念」として再建された。今か

ら 54年前のことである。　　

　前列右から 5人目が奉献者の吉野庸

三氏、8人目が髙木明 先代宮司。そし

て地域の懐かしい人々。工事中の足場

の上に吉野氏の後姿が見える。

ユスラウメ
　　　　（境内・国

くにたま

魂の池）

境
内
地
下
の
防
火
貯
水
槽
に
注
水

 
 　

    

高
崎
市
等
広
域
消
防
局

　

境
内
の
地
下
に
40
㎥
の
防
火
水
槽
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
（
平
成
六
年
に

設
置
）。
消
火
訓
練
や
、「
ど
ん
ど
焼
き
」

の
消
火
な
ど
で
放
水
が
お
こ
な
わ
れ
る

と
、
事
後
に
注
水
さ
れ
ま
す
。

ご
家
庭
に

神
棚
を
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う

　

お
う
ち
の
神か
み
だ
な棚
の
前
に
手
を
合
わ
せ

て
、
日
々
の
幸
せ
に
感
謝
を
い
た
し
ま
し

ょ
う
。

　

神
棚
の
中
央
に
は
神じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
を
お
ま
つ

り
し
ま
す
。
神
宮
大
麻
は
、
伊
勢
の
神じ
ん
ぐ
う宮

よ
り
全
国
の
神
社
を
通
し
て
、
ご
家
庭
に

頒は
ん
ぷ布

さ
れ
ま
す
。「
大だ

い
じ
ん
ぐ
う

神
宮
さ
ま
」、
ま
た

「
お
伊
勢
さ
ま
」
の
お
神ふ

だ札
と
も
よ
ば
れ
て

い
ま
す
。
皇
室
と
私
た
ち
国
民
と
を
繫つ

な

ぐ

お
神
札
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
地
元
の
氏う

じ
が
み神

さ
ま
の
お
神
札
を

お
ま
つ
り
し
ま
す
。
古
く
か
ら
、
神
宮
大

麻
と
氏
神
さ
ま
の
お
神ふ

だ札
の
「
一
そ
ろ
え
」

を
あ
わ
せ
て
「
お
正
月
さ
ま
」
と
尊

た
っ
と

び
、

毎
年
、
神
棚
に
新
し
く
お
ま
つ
り
す
る
慣

わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
特
に
崇
敬
し
て
参
拝
に
行
っ
た
神

社
の
神
さ
ま
（
崇
敬
神
社
の
お
神ふ

だ札
）
も

神
棚
に
お
ま
つ
り
し
ま
す
。

　

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
ま
い

で
も
簡
易
式
の
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
ど
う
ぞ
神
社

の
社
務
所
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

 

社
務
所
電
話
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

二
月
十
一
日

   

境
内
社  

冠
稲
荷
初
午
大
祭

　

二
月
十
一
日
は
祝
日
・
建
国
記
念
の
日
。
こ
の
日

は
元
々
は
「
紀き

げ
ん
せ
つ

元
節
」
と
い
い
、日
本
の
初
代
天
皇
・

神じ
ん
む武

天
皇
の
御
即
位
を
祝
う
日
で
す
。

　

ま
た
暦

こ
よ
み

で
み
る
と
二
月
の
最
初
の
「
午う

ま

の
日
」
に

近
い
頃
で
す
。こ
う
し
て
毎
年「
初は

つ
う
ま午

大
祭
」と
し
て
、

冠か
ん
む
り

稲い
な
り荷

さ
ま
の
お
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
の
た
め
、
福
投
げ
や
創
作

紙
芝
居
上
演
な
ど
の
神し

ん
し
ん賑

行
事
は
自
粛
し
ま
し
た

が
、
社
頭
の
神
事
は
厳
粛
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

 ◇◇◇鎮守の春◇◇◇編
集
後
記　

社
報
第
72
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
疫
禍
が
鎮
静
し
ま
す
と
と
も
に
、

一
日
も
早
く
戦
争
の
惨
禍
が
止
み
ま
す
こ
と
を

祈
念
い
た
し
ま
す
。　

    

宮
司　

髙
木
直
明

ことし１月 15 日、「どんど焼き」
のあとの注水作業。
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■ 

古
記
録
探
索 

■

　
「
下
町 

諏
訪
大
明
神

　
　
　
　
　

祈
雨
祭
の
こ
と
」

　

飯い
い
だ
ま玉

神
社
（
現
倉
賀
野
神
社
）
の
神
主
・

高
木
出
雲
が
書
い
た
『
納
戸
日
記
』
か
ら
、

嘉か
え
い永

六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
の
記
事
を

見
て
み
た
い
（
左
写
真
）。
日ひ

で照
り
に
困
り

果
て
た
人
々
が
神
社
の
前
に
集
ま
っ
て
祈
念

し
、
一
同
が
「
御
神
体
」
を
奉ほ

う
た
い戴

し
て
烏

か
ら
す

川

ま
で
降
り
立
ち
、
雨あ

ま
ご乞

い
（
祈き

う
さ
い

雨
祭
）
を
お

こ
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

上か
み
ち
ょ
う町

の
飯
玉
神
主
の
高
木
出
雲
が
こ
の

頃
、
同
じ
倉
賀
野
宿
下し

も
ち
ょ
う

町
の
諏
訪
神
社
を
一

時
的
に
兼
務
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
神
事
を

主
宰
す
る
こ
と
に
な
り
、
日
記
に
書
き
留
め

た
の
で
あ
ろ
う
。

 

※ 
 

※

　

下
町
諏
訪
大
明
神
ニ
テ
雨あ

ま
ご
い乞

ノ
祈
念　

丑う
し

六
月
廿
八
日
ヨ
リ
晦み

そ
か日

迄
二
夜
三
日　

平
馬

両
弐
人
ニ
テ
相

あ
い
つ
と
め勤　

晦
日
ノ
夜　

烏
川
ヘ
諏

訪
明
神
ノ
御ご
し
ん
た
い

神
躰
ヲ
水
上
ニ
川
社
ヲ
ひし

つ
ら

江え　

幕
打
廻
し　

其
中
ニ
テ
祈
念　

下
横
町

惣そ
う

若
者
出　

凡
お
よ
そ

両
町
ニ
テ
挑

ち
ょ
う
ち
ん灯

百
五
拾
張
程

有あ
り　

丑
ノ
刻　

社
へ
引
取
退
出
仕

つ
か
ま
つ
り
そ
う
ろ
う候

一　

不
動
院
御
供
ニ
罷

ま
か
り
い
で出

申
候

　
　
　

嘉
永
六
癸

み
ず
の
と

丑
年
六
月
晦
日

 
 

　
　
　

高
木
出
雲

 
 

　
　
　

同
苗
平
馬

 

※ 
 

※

　

倉
賀
野
宿
の
下し

も
ち
ょ
う町

、
横よ

こ
ま
ち町

の
「
惣
若
者
」

が
集
ま
り
、
提
灯
の
数
が
百
五
十
に
も
な
っ

た
。
神
主
だ
け
で
な
く
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
山
伏
の
不
動

院
も
参
加
し
た
。
一
同
が
神
社
に
戻
り
退
出

し
た
の
は
丑
の
刻
（
真
夜
中
二
時
頃
）
と
い

う
。
儀
式
の
内
容
を
記
し
た
資
料
は
他
に
見

当
た
ら
ず
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
様
子
は
わ
か

ら
な
い
。
今
は
、
た
だ
想
像
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。
雨
乞
い
の
行
事
が
二
夜
三
日
で
執と

り

納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
々
の
願
い

は
、
お
そ
ら
く
天
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

幕
末
か
ら
明
治
頃
、
倉
賀
野
地
域
で
お
こ

な
わ
れ
た
雨
乞
い
は
、
烏
川
を
舞
台
に
し
た

例
が
ほ
か
に
も
見
え
る
。
神
主
が
書
い
た
祈

雨
祭
の
祝の

り
と詞

も
数
通
現
存
す
る
。
し
か
し
昭

和
三
十
三
年
に
お
こ
な
っ
た
の
を
最
後
に
、

雨
乞
い
の
記
録
は
み
え
な
く
な
る
。

『納戸日記』から、嘉永 6年の「雨
乞い」の記事

倉
賀
野
神
社
・
創
作
紙
芝
居

「
大
国
主
神
の
冒
険
」

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
お
祭
り
も
、

子
供
た
ち
に
紙
芝
居
上
演
が
で
き
な
い
の

が
残
念
で
す
。
ご
家
庭
で
紙
上
紙
芝
居
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

で
は
お
話
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
む
か
し
む

か
し
、「
大お

お
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
」
と
い
う
お
名
前
の
神

さ
ま
が
い
ま
し
た
。
大
国
主
神
に
は
ず
い
ぶ

ん
大
勢
の
兄
弟
が
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、

兄
弟
の
神
々
は
因い

な
ば幡

の
国
に
向
か
っ
て
旅
を

し
て
い
ま
し
た
。

　

い
ま
、
海
辺
の
道
を
兄
さ
ん
た
ち
が
荷
物

を
何
も
持
た
ず
に
歩
い
て
い
ま
す
。
そ
の
最

後
に
た
だ
一
人
、
ず
っ
と
遅
れ
て
大
国
主
神

だ
け
が
大
き
な
袋
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。
袋

の
中
に
は
食
べ
物
や
道
具
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま

っ
て
い
て
、
と
て
も
重
そ
う
で
す
ね
。

　

一
行
が
気け

た多
の
岬

み
さ
き

と
い
う
と
こ
ろ
に
さ
し

か
か
る
と
、
毛
が
全
身
剥は

が
さ
れ
て
、
赤
む

け
に
な
っ
た
兎

う
さ
ぎ

が
泣
い
て
い
ま
す
。
大
国
主

は
そ
の
ま
ま
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
く

て
、
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
う
さ
ぎ
さ
ん
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
？
」

　

す
る
と
兎
は
泣
き
泣
き
話
し
始
め
ま
し

た
。
わ
た
し
は
海
の
向
こ
う
の
隠お
き
の
し
ま

岐
島
に
お

り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
側
の
岬
に
来
た
い
と
思

っ
た
の
で
す
が
、
海
を
渡
る
手
立
て
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
わ
に
鮫ざ

め

」
を
だ
ま
し
て

渡
ろ
う
と
思
い
つ
き
、
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。

「
わ
た
し
と
お
前
た
ち
と
、
ど
っ
ち
の
仲
間

の
数
が
多
い
か
、
競
争
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
の
島
か
ら
あ
ち
ら
の
岬
ま
で
、
ず
ら
っ
と

並
ん
で
み
ろ
よ
。
そ
の
上
を
わ
た
し
が
順
番

に
踏
ん
で
い
っ
て
、
数
え
て
や
る
か
ら
」

　

す
る
と
、
わ
に
鮫
は
だ
ま
さ
れ
て
、
わ
た

し
の
い
う
通
り
に
並
び
ま
し
た
。「
い
ー
ち
、

に
ー
い
、さ
ー
ん
、し
ー
い
」
と
数
え
な
が
ら
、

わ
に
鮫
の
上
を
踏
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
も
う
一
歩
で
渡
り
終
わ
る
、
と
い
う
と

き
、
つ
い
言
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

「
や
ー
い
、
お
前
た
ち
、
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ

れ
た
ん
だ
よ
。
あ
ー
ば
よ
っ
。」

　

と
こ
ろ
が
、
言
い
終
ら
な
い
う
ち
に
、
一

番
端
っ
こ
に
い
た
わ
に
鮫
が
わ
た
し
を
捕
ま

ⓒ倉賀野神社（平成 24 年）

え
、
毛
皮
を
は
ぎ
取
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
恐
ろ
し
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
！

　
「
い
た
い
、
い
た
い
」
と
泣
き
叫
ん
で
い

る
と
こ
ろ
へ
、
神
さ
ま
た
ち
が
通
り
か
か
り

ま
し
た
（
大
国
主
神
の
兄
さ
ん
た
ち
で
す
）。

そ
し
て
「
海
の
塩
水
を
浴
び
て
、
風
に
当
た

っ
て
寝
て
い
れ
ば
よ
く
な
る
よ
。」
と
教
え

て
く
れ
た
ん
で
す
。

　

で
も
、
そ
の
通
り
に
し
た
ら
、
よ
け
い
ヒ

リ
ヒ
リ
し
て
、
つ
ら
く
て
我
慢
で
き
ず
、
今

こ
う
し
て
泣
い
て
い
る
ん
で
す
。

　

大
国
主
神
は
、
兎
に
言
い
ま
し
た
。

「
よ
し
よ
し
、
急
い
で
川
に
行
っ
て
、
真ま

み
ず水

で
よ
く
体
を
洗
っ
て
お
い
で
。
そ
れ
か
ら
川

辺
に
生
え
て
い
る
蒲が

ま

に
つ
い
て
い
る
粉
を
い

っ
ぱ
い
採
っ
て
き
て
、
地
面
に
撒ま

い
て
敷
き

な
さ
い
。
そ
の
上
を
寝
こ
ろ
が
っ
て
い
れ
ば
、

お
前
の
体
は
き
っ
と
元
通
り
に
治
る
よ
。」

　

兎
は
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
と
、
た
ち
ま

ち
元
の
よ
う
に
治
り
ま
し
た
。

　

こ
の
兎
を
「
因い

な
ば幡

の
白
う
さ
ぎ
」
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
意
地
悪
な
兄
さ
ん

た
ち
で
し
た
ね
。
こ
の
先
も
、
大
国
主
神
の

旅
が
続
き
ま
す
。
紙
上
の
紙
芝
居
も
ま
だ
続

き
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
楽
し
み
に
。

 

※　
　
　

※　
　
　

※

　

倉
賀
野
神
社
の
御
祭
神
の
大お
お
く
に
た
ま
の
お
お
か
み

国
魂
大
神

は
、
大
国
主
神
の
別
の
呼
び
名
と
も
言
い
伝

え
ら
れ
、
ま
た
神
社
の
境
内
に
は
、
甲き

の
え
ね子

大だ
い
こ
く
て
ん

黒
天
社
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ご
縁

か
ら
、
神
社
の
紙
芝
居
が
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
こ
れ
か
ら
始
ま
る
お
話
は
、
日
本
の

国
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
、
神
さ
ま
の
物
語
で

す
。・
・
・
神
さ
ま
の
物
語
？

　

で
も
心
配
し
な
い
で
。
ち
っ
と
も
難
し
い

お
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
の
あ
い

だ
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

た
だ
、
一
つ
だ
け
前
置
き
を
。
こ
の
物
語

に
登
場
す
る
の
は
、
み
ん
な
神
さ
ま
で
す
。

人
物
も
、
う
さ
ぎ
や
ね
ず
み
も
、
草
や
木
も
、

み
ん
な
神
さ
ま
。
そ
う
い
う
世
界
の
お
話
で

す
。

「
倉
賀
野
神
社
奉
賛
会
」

　
　
　
　
　
　
　

の
ご
案
内

　

倉
賀
野
神
社
の
奉
賛
会
に
加
入
し
て

氏う
じ
が
み神
さ
ま
の
厚
い
御
神
徳
を
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

　

 

（
年
会
費
）　

　
　

◎
正
会
員　
　

二
千
円

　
　

◎
特
別
会
員　

一
万
円

　

会
員
の
皆
様
に
は
毎
年
の
例
大
祭
に

神お
ふ
だ札

、
社
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

奉
賛
会
費
の
御
浄
財
は
①
祭
典
の
振
興

②
文
化
財
の
修
理
保
全
③
伝
統
芸
能
の
継

承
④
境
内
の
緑
化
保
全　

な
ど
に
大
切
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
社
務
所
ま
た
は
神
社
総
代
に
お

問
い
合
せ
・
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

 

社
務
所 

☎
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

紙芝居のはじまり、は
じまり～。

重い荷物を背負ってあとから
歩く大国主神。「うさぎさん、どうして

泣いているんだい？」

ワニザメたちが集まって、島から向
こうの岬までならびました。

１月 15 日　 北
きたむきどうそじん

向道祖神大祭（どんど焼き）

２月 11 日　 冠
かんむりいなり

稲荷初
はつうま

午大祭

２月 25 日 天
てんじんしゃ

神社大祭

４月 19 日　 春季例大祭

６月下旬　 神
しんせんでん

饌田の御
お た う え

田植祭

６月 30 日　 夏
なごしおおはらえしき

越大祓式

８月７日 よい子の七夕祭り

10 月中旬 神
しんせんでん

饌田の抜
ぬいぼさい

穂祭

10 月 19 日 秋季例大祭

12 月 31 日 年
としこしおおはらえしき

越大祓式

《
倉
賀
野
神
社
の
お
も
な
祭
事
》

三
月　

勧
学
祭

　
　

ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式

　

入
学
式
を
前
に
神
社
で
「
ラ
ン
ド
セ

ル
お
祓は

ら

い
式
」
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

感
染
予
防
の
た
め
に
一
組
ご
と
に
昇
殿

す
る
こ
と
に
し
、
ご
神
前
に
通
学
安
全

と
楽
し
い
学
校
生
活
を
祈
願
し
ま
し
た
。


