
「下総国の一宮　香取神宮」
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千数百年の
人々の物語がここにある

香取遺産

　

香
取
神
宮
は
、
古
来
よ
り
下

総
国
の
一
宮
と
し
て
、
広
く

人
々
の
崇
敬
を
集
め
て
き
ま
し

た
。

　

主
祭
神
で
あ
る
経ふ

律つ

主ぬ
し

神

は
、
鹿
島
神
宮
の
主
祭
神
の

武た
け
み
か
づ
ち

甕
槌
神
と
と
も
に
武
徳
の
祖

神
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

香
取
神
宮
が
鎮
座
す
る
利
根

川
南
岸
の
丘
陵
は
「
亀か
め
が
せ
や
ま

甲
山
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
亀
の
甲

羅
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の

名
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
そ
の
全
体
が
「
香
取
神

宮
の
森
」
と
し
て
県
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
楼
門
か
ら
西
方
へ
続

く
道
が
表
参
道
で
し
た
。
そ
の

起
点
は
津つ

の
み
や宮

に
あ
り
、
こ
こ
に

は
現
在
も
木
製
の
浜
鳥
居
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

12
年
に
一
度
、
午う

ま

年
に
行
わ

れ
る
式
年
神じ

ん
こ
う
さ
い

幸
祭
で
は
、
こ
こ

で
神
輿
を
御ご

座ざ

船ぶ
ね

に
乗
せ
て
利

根
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
佐
原
の

街
中
な
ど
を
巡
行
し
ま
す
。

　

社
伝
に
よ
れ
ば
創
始
は
神
武

天
皇
十
八
年
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
文
献
上
で
は
8
世
紀
中

頃
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る

「
常ひ

た
ち
の
く
に

陸
国
風ふ

ど

き

土
記
」
に
香
取
神

宮
か
ら
分ぶ

ん

祀し

し
た
社
の
記
載
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
に

香
取
神
宮
は
存
在
し
、
周
辺
地

域
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

香
取
・
鹿
島
の
両
神
宮
は
、

大
和
朝
廷
の
東
国
支
配
の
拠
点

と
し
て
祀ま

つ

ら
れ
た
社
を
創
始
と

す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

古
代
に
お
い
て
は
香
取
と
鹿
島

の
間
に
は
、「
香
取
の
海
」
と

も
称
さ
れ
る
内
海
が
広
が
っ
て

い
て
、
外
海
に
も
つ
な
が
る
軍

事
的
な
要
衝
と
し
て
見
な
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
両
社
は
そ
の
掌

握
の
た
め
置
か
れ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、「
海か

い

夫ふ

注ち
ゅ
う
も
ん文

」
と
い

う
史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
内
海

に
は
お
み
が
わ
の
津
・
つ
の
み

や
の
津
・
さ
わ
ら
の
津
な
ど
多

く
の
津
が
散
在
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
津
に
は
「
海
夫
」

と
呼
ば
れ
る
漁
民
が
存
在
し
、

香
取
神
宮
に
魚
介
類
を
神し

ん
せ
ん饌
と

し
て
貢
納
し
、
神
宮
を
航
海
や

操
船
の
神
と
し
て
信
仰
し
て
い

た
と
さ
れ
ま
す
。

　

天
正
18
年（
1
5
9
0
）に
徳

川
家
康
が
関
東
に
入
る
と
、翌

年
、朱
印
地
と
し
て
一
〇
〇
〇

石
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
江
戸
期
を
通
じ
て

社
領
に
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
明
治
期
に
な
る
と
旧
幕
府

封
地
は
明
治
政
府
に
返
上
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
香
取

神
宮
も
明
治
3
年（
1
8
7
0
）

12
月
に
社
領
を
政
府
に
上
地
し

ま
し
た
。
翌
年
5
月
に
は
官か

ん
ぺ
い幣

大
社
の
一
つ
に
列
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　

古
く
か
ら
正
殿
の
遷
宮
造
替

が
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
元
禄

13
年（
1
7
0
0
）に
は
徳
川
幕

府
に
よ
り
大
規
模
な
造
営
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
際
に
建
て

ら
れ
た
本
殿
・
楼
門
は
、重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
香
取
神
宮
に

は
多
く
の
貴
重
な
文
化
財
が
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
国
宝

の
海か

い
じ
ゅ
う
ぶ
ど
う
き
ょ
う

獣
葡
萄
鏡
は
、
8
世
紀
に

中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

と
さ
れ
、
正
倉
院
御
物
や
愛
媛

県
の
大お

お

山や
ま

祇ず
み

神
社
の
神
鏡
と
合

わ
せ
「
日
本
三
銘
鏡
」
と
称
さ

れ
て
い
ま
す
。
千
葉
県
の
工
芸

品
で
唯
一
の
国
宝
で
す
。

問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習
課
文

化
財
班　

☎
（50）
1
2
4
4

香
取
神
宮
の
創
始

貴
重
な
文
化
財
が
多
数

ま
り
知
ら
な
い
、
躍
動
と
変
化

が
続
く
ド
イ
ツ
の
旅
を
紹
介
。

○
お
す
す
め
絵
本

　

絵
本
は
子
ど
も
の
心
の
成
長

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

す
。
ま
た
、
大
人
に
も
深
い
感

動
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

「
ぐ
り
と
ぐ
ら
」

　
　
　
　
　
　

大
村
百
合
子
絵

　

お
料
理
す
る
こ
と
、
食
べ
る

こ
と
が
大
好
き
な
、
の
ね
ず
み

の
ぐ
り
と
ぐ
ら
の
お
話
。
昭
和

38
年
出
版
以
来
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
変
わ
ら
ぬ
人
気
を
得
て
い

る
本
で
す
。
ゆ
っ
く
り
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文

章
、
い
つ
の
子
ど
も
の
感
覚
に

も
ぴ
っ
た
り
合
う
の
で
し
ょ
う
。

　鮮やかな緋
ひ

の袴
はかま

姿のお稚児さんが神
かぐ ら

楽殿
でん

に並ぶと、たちまち華や
いだ雰囲気になった八

や

重
え

垣
がき

神社境内。春とはいえ冷たい風が吹き付
けた3月20日、新

にっ

里
さと

で神
かぐらさい

楽祭が行われました。見守るのは「お稚児の
孫を見に」と話す人や「神楽を舞うお父さんの応援」という親子などの
地元の観客と、毎年遠方から通ってくる常連たち。一方、奉納する新里
芸能保存会（秋葉豊会長）には大人の中に加わったばかりの中学生の
姿もあり、世代を越えて地域の伝統を守り育てています。

の
学
校
で
は
漁
業
組
合
か
ら
卵
や
稚

魚
を
分
け
て
も
ら
い
放
流
し
ま
し
た
。

　

10
年
前
か
ら
卵
の
ふ
化
・
飼
育
に

取
り
組
ん
で
き
た
八
都
小
で
も
３
月

22
日
、
5
年
生
が
約
8
0
0
匹
を
栗

山
川
︵
多
古
町
︶
に
放
流
。
大
事
に

育
て
て
き
た
稚
魚
の
旅
立
ち
を
、
み

ん
な
で
見
送
り
ま
し
た
。

　
﹁
鮭さ
け

が
ま
だ
そ
こ
を
泳
い
で
い
る

よ
﹂│
│
子
ど
も
た
ち
が
水
面
を
の

ぞ
き
込
み
、
放
流
し
た
ば
か
り
の
稚

魚
を
目
で
追
い
か
け
る
光
景
が
、
こ

の
春
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

鮭
は
昨
年
、
市
内
や
近
隣
の
町
で

多
数
目
撃
。
川
を
き
れ
い
に
す
る
活

動
と
も
重
な
り
、
市
内
の
い
く
つ
か

▲見守る人々の前で伝統の舞を披露

▲５センチにも満たない稚魚を優しく放
　流する子どもたち

域で守る伝統の舞
八重垣神社の白川流十二座神楽地

てた稚魚、元気に旅立て
児童が鮭の稚魚を栗山川へ放流育

国宝海
かいじゅうぶどうきょう
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