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「
あ
い
や
ー
、こ
い
や
い
か
ん
。も
っ
と
き
ば
っ
て
も

ら
わ
ん
な
（
あ
ら
ー
、
こ
れ
は
だ
め
だ
。も
っ
と
が
ん

ば
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
）」。寝
そ
べ
っ
て
動
か
な
い
牛

に
困
り
果
て
る
農
夫
た
ち
。そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
や
り

取
り
に
、参
拝
客
か
ら
ど
っ
と
笑
い
が
起
こ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
毎
年
３
月
４
日
、
出
水
市
下
鯖
町
に
あ
る

加
紫
久
利
神
社
で
行
わ
れ
る
春
の
例
大
祭「
庭
祭
」の

神
事
の
ひ
と
つ
、「
牛
耕
の
儀
」の
ひ
と
こ
ま
。田
に
見

立
て
た
拝
殿
前
の
斎
場
に
神
を
招
き
、
田
植
え
前
に

牛
が
田
を
耕
す「
牛
耕
の
儀
」を
行
い
、
稲
作
の
手
順

を
演
じ
て
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祭
り
で
す
。

　
 「

牛
耕
の
儀
」で
は
笛
と
太
鼓
の
音
と
と
も
に
、
道

案
内
役
の
猿
田
彦
の
神
が
、
田
の
神
、
仔
牛
、
田
起
こ

し
牛
、鼻
取
り
と
マ
ン
ガ（
馬
鍬
）取
り
の
農
夫
二
人
を

引
き
連
れ
て
現
れ
、即
興
で
こ
っ
け
い
な
掛
け
合
い
を

し
な
が
ら
斎
場
を
回
り
ま
す
。「
三
〇
〇
年
か
ら
四
〇

〇
年
前
に
始
ま
っ
た
神
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
」と
話
す

の
は
、
加
紫
久
利
神
社
の
宮
司
、
伊
東
昭
建
さ
ん
。起

源
は
も
っ
と
古
く
、「
古
事
記
」
の
天
岩
戸
伝
説
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。天
照
大
神
が
八
百
万
の
神
の
笑
い

声
に
ひ
か
れ
て
岩
戸
を
開
き
、闇
の
世
に
光
が
戻
っ
た

神
話
と
同
じ
よ
う
に
、
面
白
く
演
じ
て
観
衆
の
笑
い

を
誘
い
、神
様
の
気
を
ひ
く
の
だ
そ
う
で
す
。

　

ま
た
伊
東
さ
ん
は「
春
は
災
害
や
飢
饉
が
起
ら
な

い
よ
う
に
祈
り
、秋
は
実
っ
た
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す

る
こ
と
が
祭
り
の
目
的
。そ
し
て
そ
の
心
を
守
り
伝

え
て
い
く
役
目
も
あ
る
」と
語
り
ま
す
。加
紫
久
利
神

社
で
は
小
学
生
に
田
植
え
や
稲
刈
り
を
体
験
さ
せ
る

な
ど
、地
域
の
文
化
を
伝
承
す
る
取
り
組
み
も
行
っ

て
い
ま
す
。現
在「
牛
耕
の
儀
」は
、30
代
以
上
の
有
志

で
結
成
す
る「
二
宮
会
」が
守
っ
て
い
ま
す
が
、「
庭
祭
」

を
毎
年
楽
し
み
に
す
る
子
ど
も
も
多
く
、担
い
手
と

な
る
”種 

“は
着
実
に
育
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　出水市は、平成18年に出水市・高尾野町・野田町
が合併して発足した総人口56,107人（平成25年２
月１日現在）のまちです。熊本県水俣市に接し、市
北西部は八代海（不知火海）に面しています。写真
は出水市麓町の武家屋敷群（国の重要伝統的建造
物群保存地区）。江戸時代末期の主屋や表門、土
蔵、石垣が保存され、その落ち着いた景観が人々の
目を楽しませています。

出水市

鹿
児
島
に
は
、古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た

個
性
豊
か
な
祭
り
が
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
そ
ん
な
祭
り
の
中
か
ら

出
水
市
の
加
紫
久
利
神
社
に
伝
わ
る

「
庭
祭
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 い  とう   あき たつ

　加紫久利神社は1300年前に国の
宮社（式内社）に列格された、薩摩国
で最も歴史のあるお社です。創建は
不明ですが神代の時代といわれ、
2000年前から祭祀が行われていた
と伝えられています。神社が継承し
てきた地域の伝統や文化を次世代
に繋ぐため、私どもが中心となり、さ
まざまな組織を作り、活動を行って
います。20年ほど前に結成した「二
宮会」もそのひとつで、誰でも参加で
きます。行事や祭事に興味を持って
もらう。そこから担い手が育ち、伝統
が継承されると考えています。

行事で興味を持ってもらい
伝統継承の担い手に育てる
加紫久利
神社宮司 伊東 昭建 さん（70）

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
即
興
寸
劇
で

五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
春
祭
り

↑「牛耕の儀」に登場する猿田彦の神（左）
　と田の神の面。

お問合せ：加紫久利神社  TEL 0996-67-2800

出水市

し
も  

さ
ば

出
水
市
／
下
鯖
町
・
加
紫
久
利
神
社

庭
　
祭


