
　
香
取
神
宮
第
１
駐
車
場
か
ら
総
門

に
至
る
道
は
表
参
道
と
旧
参
道
、
北

に
位
置
す
る
桜
の
馬
場
か
ら
本
殿
ま

で
の
道
を
北
参
道
と
呼
び
、
各
地
の

参
詣
者
が
参
道
に
向
か
う
ま
で
の
道

は
参
詣
道
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
香
取
神
宮
へ
の
参
詣
は
盛
ん
で
あ

り
、
境
内
は
も
と
よ
り
表
参
道
と
駐

車
場
は
に
ぎ
わ
い
、
南
に
接
す
る
県

道
佐
原
山
田
線
に
は
多
く
の
車
の
往

来
が
あ
り
ま
す
。
対
し
て
江
戸
時
代

か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
津
宮
地
区
を
経

由
し
た
参
詣
に
つ
い
て
は
、
香
取
遺

産
ｖ
ｏ
ｌ
．１
９
６（
令
和
４
年
４
月
）

で
起
点
の
津
宮
の
大
鳥
居
と
宿

場
、
地
区
名
の
由
来
で
あ
る
忍お
し

男お

神
社
・
膽ま
も
り男お

神
社
の
二
社
、

朝
廷
か
ら
の
使
者
が
身
を
清
め

た
根
本
川
、
じ
ょ
ん
ぬ
き
橋
ま

で
の
参
詣
道
を
紹
介
し
た
と
こ

ろ
で
す
。
さ
ら
に
神
宮
へ
の
参

詣
道
を
進
む
と
神し
ん
道ど
う
山や
ま
の
山
裾

の
道
と
な
り
ま
す
。
神
道
山
の

山
頂
に
は
古
墳
12
基
か
ら
な
る

神
道
山
古
墳
群
、
山
裾
に
は
神

宮
の
式
年
神
幸
祭
の
際
に
神し
ん

輿よ

が
留
め
置
か
れ
る
御ご

駐ち
ゅ
う

輦れ
ん

所し
ょ

が
あ
り
ま
す
。
南
下
し
て
神
宮

が
鎮
座
す
る
亀か

め

甲が
せ

山や
ま

に
向
か
う
に

は
、
大
坂
と
呼
ば
れ
る
坂
道
を
上
り

ま
す
。
大
坂
は
切
通
し
の
道
で
、
人

が
す
れ
違
え
る
ほ
ど
の
道
幅
で
す
。

ま
た
、
坂
の
中
ほ
ど
に
は
大
坂
の
井

と
呼
ば
れ
る
湧
水
と
分
か
れ
道
が
あ

り
ま
す
。
湧
水
は
参
詣
者
が
身
を
清

め
る
た
め
に
使
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
ま
す
。
分
か
れ
道
は
幅
１
ｍ
ほ
ど

の
険
し
い
切
通
し
で
、
桜
の
馬
場
に

至
り
ま
す
。
大
坂
を
進
む
と
旧
参
道

と
合
流
し
て
、
津
宮
か
ら
の
参
詣
道

の
終
点
と
な
り
ま
す
。

　
昭
和
10
年
代
後
半
に
新
た
に
表
参

道
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
商
店
な
ど

は
次
第
に
表
参
道
へ
移
っ
て
い
き
ま

し
た
が
、
旧
参
道
に
は
、
か
つ
て
は

旅
館
、
土
産
物
店
の
他
、
郵
便
局
、

米
屋
、
床
屋
な
ど
が
そ
ろ
い
、
近
辺

地
域
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
商
店
街

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
参
詣
者
の
自
動
車
移

動
の
需
要
に
合
わ
せ
た
整
備
が
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
周
辺
を
歩
く
機
会
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
今
回
紹
介
し
た
ス

ポ
ッ
ト
に
目
を
留
め
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
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御駐輦所

大坂の井

香取の今昔 ――写真が語るいま・むかし

ポンプ操法大会
地域防災を担う消防団。
日頃から機械器具の取扱いや操作技術を磨き、災害に備えている。
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