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。

　

御
神
田
に
植
え
ら
れ
る
稲
は
「
赤あ

か
ほ穂

餅も
ち

」
と
い
い
、
穂
が
出
る
前
に
青
刈
り

さ
れ
、
大
し
め
縄
と
し
て
奉
納
さ
れ
ま

す
。
森
友
瀧
尾
神
社
の
、
大
し
め
縄
の

重
さ
は
３
０
０
kg
、
長
さ
は
４
m
に
な

り
、
県
内
最
大
の
し
め
縄
で
す
。

　

泥
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
田
植
え
に

参
加
し
た
藤ふ

じ
た田

幸さ

き来
ち
ゃ
ん
は
「
今
回

で
３
回
目
で
す
。
楽
し
か
っ
た
!　

ま

た
来
年
も
や
り
た
い
な
」
と
元
気
に
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。　

　

５
月
21
日（
土
）、
森
友
瀧
尾
神
社
で

お
お
杉
御
田
植
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
祭
り
は
御
神
田
に
田
植
え
を
し
て

五
穀
豊
穣
な
ど
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
も

の
で
す
。

　

神
様
を
招
く
た
め
の
杉
の
御

お
ん
ば
し
ら柱
を
中

心
に
舞
台
が
設
置
さ
れ
、
神か

ぐ
ら
ま
い

楽
舞
な
ど

の
神
事
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
田
植
え
中

に
は
、
市
無
形
文
化
財
の
「
今
市
田
植

え
歌
」
が
披
露
さ
れ
、
色
と
り
ど
り
の

田
植
え
装
束
に
身
を
包
ん
だ
早
乙
女
や

田た
お
と
こ男

、
子
ど
も
た
ち
が
稲
を
植
え
ま
し

日
光
お
お
杉
御お
た
う
え

田
植
祭

　６月４日（土）・５日（日）の２日
間にわたり、湯西川温泉で今年で
32回目を迎える平家大祭が行わ
れました。5日にはメインイベン
トの「平家絵巻行列」が行われま
した。
　湯殿山神社で出陣式を行い、平
家の里・赤間神社までの約1.2km
をきらびやかな衣装を身にまとっ
た地域住民や小学生、また一般公
募により集まった女性たちがお姫
様に扮

ふん

して練り歩きました。
　お姫様役のニュージーランド
出身のジュリー・ベネットさんは

「とても素晴らしいお祭りでした。
お祭りに参加し、日本の歴史と文
化を知る貴重な体験ができまし
た。今後もぜひ参加していきたい
です」と笑顔で話してくれました。

　５月17日（火）、世界遺産輪王
寺三仏堂で、天下泰平などを祈願
する舞「延年舞」が厳かに執り行
われました。
　延年舞は千年以上の伝統を持つ
秘舞で、代々口伝で受け継がれて
います。毎年、日光東照宮の春の
大祭に先駆けて開催されるこの舞
踏は、現在では輪王寺の他、岩手
県平泉町の毛越寺にのみ残る貴重
なものです。
　緋

ひ い ろ

色の直
ひたたれ

垂と白色の袴
はかま

に身を包
んだ２名の僧侶が堂内に現れる
と、集まった約50名の参詣者た
ちは、真剣な眼差しで伝統的な演
舞を見つめていました。
　舞い手の一人、関

せきぐち

口純
じゅんいち

一さん
は「無事終わってほっとしていま
す。今年は日光開山1,250年の節
目の年です。合わせて、延年舞は
私が預かっているお堂「常

じょうぎょうどう

行堂」
に祭られている摩

ま た ら

多羅神
しん

の舞なの
で、身の引き締まるような思いで
した」と心境を語ってくれました。

延
えんねんのまい

年 舞

平家大祭

５・６月に市内で行われたイベントについてお知らせします

　

５
月
17
日（
火
）・
18
日（
水
）の
２
日

間
、
日
光
東
照
宮
で
春
季
例
大
祭
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

17
日
は
東
照
宮
の
表
参
道
で
神
事

流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
が
、
18
日
は
百

ひ
ゃ
く
も
の
ぞ
ろ
い

物
揃
千
人
武

者
行
列
が
そ
れ
ぞ
れ
執
り
行
わ
れ
、
参

道
は
大
勢
の
参
加
者
や
観
光
客
で
に
ぎ

わ
い
ま
し
た
。

　

流
鏑
馬
の
行
わ
れ
た
17
日
は
、
朝
か

ら
あ
い
に
く
の
雨
。
こ
の
た
め
開
始
時

刻
が
ず
れ
こ
み
ま
し
た
が
、
始
ま
る
頃

に
は
雨
も
や
み
、
鎌
倉
時
代
の
狩
衣
装

に
身
を
包
ん
だ
射
手
の
妙
技
に
、
観
客

か
ら
は
大
き
な
歓
声
と
拍
手
が
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。

　

翌
18
日
の
千
人
武
者
行
列
は
絶
好
の

晴
天
に
恵
ま
れ
、
鎧

よ
ろ
い

武
者
を
は
じ
め
鉄

砲
持
、
槍や

り
も
ち持
、
掛か

け
め
ん面
な
ど
53
種
類
の
装

束
を
ま
と
っ
た
行
列
と
３
基
の
神み

こ
し輿

な
ど
が
、
二
荒
山
神
社
の
境
内
か
ら

御お
た
び
し
ょ

旅
所
ま
で
の
約
１
km
の
距
離
を
練
り

歩
き
ま
し
た
。

日
光
東
照
宮
春
季
例
大
祭
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５
月
15
日（
日
）、
清
瀧
神
社
で
湯
立

て
神
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
神

職
が
氏
子
を
代
表
し
、
小
笹
を
持
っ
て
全

身
に
熱
湯
を
浴
び
、
無
病
息
災
や
家
内

安
全
を
祈
願
す
る
も
の
で
、
弘
仁
11（
８

２
０
）年
に
弘
法
大
師
空
海
が
同
神
社
を

建
立
以
来
、
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
伝
統

的
神
事
で
す
。
大
勢
が
見
守
る
中
、
神

職
が
全
身
全
霊
を
さ
さ
げ
、
勢
い
よ
く

小
笹
を
振
り
上
げ
て
熱
湯
を
浴
び
る
と
、

会
場
か
ら
は
ど
よ
め
き
が
起
こ
り
ま
し
た
。

湯
立
て
神
事

　

５
月
21
日（
土
）Ｊ
Ｒ
今
市
駅
前
通
り

で
赤
ち
ゃ
ん
ハ
イ
ハ
イ
選
手
権
大
会
が

行
わ
れ
、
午
前
・
午
後
の
部
で
50
名
が

参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
場
で
泣
き
出
し

て
し
ま
っ
た
り
、
あ
ら
ぬ
方
向
へ
進
ん

で
し
ま
う
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
で
、
会
場
は

笑
顔
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

午
前
の
部
で
見
事
優
勝
し
た
藤ふ

じ
た田

勇ゆ
う
り利
ち
ゃ
ん（
東
和
町
）の
お
母
さ
ん
は

「
家
で
も
早
く
て
追
い
か
け
る
の
が
大
変

で
す
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

赤
ち
ゃ
ん
ハ
イ
ハ
イ
選
手
権
大
会

た
大
勢
の
信
者
た
ち
が
熱
心
に
祈
祷
を

捧
げ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
日
は
猿
田
彦
神
社
境

内
の
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
、
民
謡
や
民
舞
、

和
太
鼓
奏
者
の
壱い

ち
た
ろ
う

太
郎
氏
と
地
元
の

「
足
尾
和
太
鼓
チ
ー
ム
“
銅

あ
か
が
ね”」

に
よ
る

演
奏
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
壱
太
郎

氏
と
共
演
し
た
足
尾
の
子
ど
も
た
ち
は
、

壱
太
郎
氏
の
繊
細
か
つ
力
強
い
バ
チ
さ

ば
き
に
感
銘
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、
境
内
で
は
奉
納
餅
つ
き
も

行
わ
れ
、見
物
客
に
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　

５
月
21
日（
土
）・
22
日（
日
）の
２
日

間
、
足
尾
の
庚
申
山
と
猿
田
彦
神
社
で

庚
申
山
春
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
り
は
庚
申
山
登
山
の
安
全
な

ど
を
祈
願
す
る
も
の
で
、
21
日
は
ふ
も

と
の
銀
山
平
に
あ
る
猿
田
彦
神
社
で
安

全
祈
願
の
神
事
が
、
翌
22
日
に
は
庚
申

山
中
腹
の
庚
申
山
荘
内
の
社
殿
で
神
事

が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

足
尾
は
全
国
の
庚
申
講
信
仰
の
総
本

山
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
取
材
に
訪

れ
た
22
日
は
、
全
国
各
地
か
ら
集
ま
っ

庚
申
山
春
ま
つ
り
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