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高
千
穂
夜
神
楽
吟
行
会 

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
（
月
）
～
二
十
三
（
水
） 

参
加
者
｛
棚
山
波
朗
、
池
内
け
い
吾
、
蟇
目
良
雨
、

柚
口 

満
、
武
田
禅
次 

、
武
田
孝
子
、
沢
ふ
み
江
、
飯

田
眞
理
子
、
杉
坂
大
和
、
坪
井
研
治
｝
幹
事
・
武
田
禅
次
、

孝
子
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十
一
月
二
十
一
日
（
月
） 

羽
田
発
九
時
〇
五
分
のJL

１
８
８
３
宮
崎
空
港
行
き

で
十
一
時
頃
宮
崎
空
港
に
到
着
。
快
晴
。
正
に
小
春
日
和

を
賜
っ
た
。
気
温
十
六
℃
。 

 
JR

宮
崎
空
港
駅
か
ら
特
急
で
北
上
し
て
延
岡
へ
向
う
。

一
時
間
の
旅
。
日
豊
線
の
右
側
に
は
日
向
灘
の
青
々
と
し

た
海
面
が
延
々
と
望
ま
れ
る
。
美
し
い
海
の
色
で
あ
る
。 

大
八
島
の
国
生
み
は
こ
の
よ
う
な
美
し
い
海
を
想
像
し

て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
、
季
節
は
十
一

月
も
末
、
高
千
穂
の
神
々
は
出
雲
の
國
か
ら
還
ら
れ
て
新

嘗
祭
の
準
備
に
忙
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

今
回
の
旅
は
、
高
千
穂
の
神
々
を
慰
め
る
た
め
に
村

人
が
夜
を
徹
し
て
踊
り
明
か
す
高
千
穂
に
伝
わ
る
夜
神

楽
を
見
よ
う
と
い
う
旅
で
あ
る
。 

 

宮
崎
空
港
駅
か
ら
延
岡
ま
で
約
九
十
キ
ロ
特
急
で
一
時

間
か
か
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
空
港
の
売
店
で
鯖
鮨
、

鰺
鮨
、
え
ぼ
だ
い
の
圧
し
寿
司
を
買
い
込
ん
で
車
内
で
昼

食
を
取
る
。 

 

缶
ビ
ー
ル
を
一
本
干
す
と
間
も
無
く
列
車
は
延
岡
に
着

く
。 延

岡
は
徳
川
親
藩
の
内
藤
家
が
長
ら
く
治
め
た
と
こ
ろ
。 

市
内
を
五
ヶ
瀬
川
が
貫
通
し
て
い
る
豊
饒
な
土
地
で
あ
る
。 
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内
藤
家
は
三
河
で
徳
川
家
を
支
え
た
功
績
に
よ
り
親
藩

と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
き
た
。
元
は
磐
城
内
藤
家
と
し
て
芭

蕉
の
頃
、
内
藤
風
虎
や
内
藤
露
沾
親
子
が
俳
諧
で
活
躍
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
江
戸
俳
諧
六
百
番
句
合
』
に

露
沾
と
桃
青
の
句
合
わ
せ
が
残
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
内
藤

家
の
遺
産
で
あ
る
。 

延
岡
駅
に
は
二
十
数
人
乗
り
の
小
型
バ
ス
が
待
機
し
て

い
て
こ
れ
に
十
名
乗
車
と
い
う
贅
沢
な
使
い
方
。
市
内
は

や
や
古
風
な
町
並
。
途
中
左
手
に
旧
延
岡
城
跡
を
望
み
な

が
ら
五
ヶ
瀬
川
沿
い
に
西
へ
西
へ
と
高
千
穂
へ
登
っ
て
ゆ

く
が
、
今
年
九
月
に
襲
っ
た
颱
風
十
四
号
の
爪
痕
が
到
る

と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
晴
れ
渡
っ
た
青
空
が
か
え
っ
て
当

時
の
濁
流
の
凄
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
堤

防
を
溢
れ
た
濁
流
が
役
場
の
中
に
ま
で
入
っ
た
と
い
う
現

場
を
通
り
過
ぎ
た
り
、
堤
防
上
の
県
道
の
交
通
標
識
が
土

台
か
ら
傾
い
て
い
た
り
、
流
木
が
川
沿
い
の
畑
な
ど
に
ま

で
到
る
と
こ
ろ
に
散
乱
し
て
い
て
颱
風
の
す
さ
ま
じ
さ
を

見
せ
付
け
る
。
北
方
（
き
た
か
た
）
か
ら
日
影
（
ひ
か
げ
）

の
集
落
を
バ
ス
は
高
千
穂
を
目
指
し
て
進
む
。 

今
回
の
旅
は
当
初
、
延
岡
か
ら
高
千
穂
ま
で
第
三
セ
ク

タ
ー
の
高
千
穂
線
に
乗
っ
て
五
ヶ
瀬
川
沿
い
を
ガ
タ
ゴ
ト

と
行
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
線
路
が
流
出
し
て
を
り
、
あ

れ
以
来
不
通
に
な
っ
て
い
る
の
で
已
む
無
く
バ
ス
に
な
っ

た
訳
で
あ
る
。
（
十
二
月
の
報
道
で
清
算
が
決
定
） 

北
方
と
い
う
地
区
を
過
ぎ
て
か
ら
日
之
影
地
区
に
か
か

る
あ
た
り
に
、
も
う
営
業
を
終
え
て
い
る
鮎
の
簗
場
を
見

か
け
バ
ス
を
停
め
て
も
ら
う
。
か
な
り
広
い
川
幅
一
杯
に

柵
を
作
り
一
箇
所
だ
け
魚
の
通
り
道
を
開
く
大
掛
か
り
な

簗
で
あ
る
。 

山
の
日
が
眩
し
い
く
ら
い
に
川
面
に
照
り
映
え
て
い
る
。 

  

高
千
穂
鉄
道
で
行
く
な
ら
谷
沿
い
の
低
い
所
を
走
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
バ
ス
は
山
の
背
を
貫
く
道
路
を
走

っ
て
ゆ
く
の
で
五
ヶ
瀬
川
の
川
筋
が
は
る
か
眼
下
に
見
え

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
雲
海
橋
（
川
面
ま
で
一
三
〇
メ

ー
ト
ル
）
か
ら
見
下
ろ
す
と
か
な
た
に
高
千
穂
の
市
街
地

が
見
下
ろ
せ
る
。 

 

い
つ
の
間
に
か
山
々
に
囲
ま
れ
た
高
千
穂
の
神
話
の
町

に
着
い
て
い
た
。
ま
ず
、
町
営
の
高
千
穂
温
泉
（
銭
湯
の

よ
う
な
と
こ
ろ
）
で
ひ
と
風
呂
浴
び
る
。
湯
量
は
多
い
が

さ
っ
ぱ
り
と
し
た
単
純
泉
。
癖
の
無
い
と
こ
ろ
が
物
足
り

な
か
っ
た
。
入
浴
は
五
百
円
ほ
ど
か
。
タ
オ
ル
を
二
百
円
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で
買
っ
て
入
っ
た
。 

 
今
日
の
宿
は
こ
の
高
千
穂
温
泉
か
ら
バ
ス
で
五
分
ほ
ど

山
を
上
っ
た
浅
ケ
部
地
区
に
あ
る
民
宿
「
暖
心
」（
の
ご
こ

ろ
と
読
ま
せ
る
）
。
二
階
に
あ
る
六
つ
の
部
屋
の
う
ち
四
つ

を
借
り
て
泊
る
。
早
速
句
会
。 

   

高
千
穂
神
社
夜
神
楽
見
学 

 

夕
食
を
済
ま
せ
て
高
千
穂
神
社
へ
夜
神
楽
を
見
物
に
出

か
け
る
。
気
温
は
数
度
位
だ
ろ
う
。
こ
の
寒
さ
に
晴
れ
渡

っ
た
夜
空
に
星
が
大
粒
に
か
つ
美
し
く
見
え
る
。
オ
リ
オ

ン
の
三
ツ
星
が
山
の
端
に
触
れ
ん
ば
か
り
に
低
く
見
え
る

の
は
南
国
に
来
た
た
め
と
実
感
出
来
る
。 

 

神
社
の
境
内
に
は
源
頼
朝
の
代
参
で
来
た
畠
山
重
忠
が

植
え
た
杉
が
八
〇
〇
年
の
威
容
を
暗
闇
の
中
に
見
せ
て
い

る
。 神

社
の
神
楽
殿
で
観
光
用
の
神
楽
を
見
る
。 

手
力
男
の
「
戸
取
」
、
天
鈿
女
の
「
鈿
女
」
そ
れ
に
イ
ザ
ナ

ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
國
生
み
」
を
見
る
。
酒
に
酔
っ
た
イ

ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
観
客
席
に
下
り
て
き
て
淫
ら
な
真

似
を
す
る
と
こ
ろ
で
笑
い
を
誘
う 

が
素
面
の
我
々
に
は
中
々
乗
る
こ 

と
が
出
来
な
い
ま
ま
終
っ
て
し
ま 

っ
た
。
宿
に
帰
っ
て
二
回
目
の
句 

会
。
外
気
温
は
一
℃
く
ら
い
に
下 

が
っ
て
い
る
。
九
州
が
こ
ん
な
に 

寒
い
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。 

 

崩
れ
簗
神
代
の
瀬
音
取
り
戻
す 

 

紅
葉
湯
に
ふ
ぐ
り
大
き
な
手
力
男 

           
日豊線車中で鯖の押し寿

司の昼食 

 
五ヶ瀬川の鮎の崩れ簗 
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夜
神
楽
の
神
の
浮
気
は
神
代
よ
り 

 

祖
母
山
の
影
の
か
む
さ
る
神
楽
宿 

 

十
一
月
二
十
二
日(

火) 
 

国
見
ケ
丘
の
雲
海
を
見
に 

 
 

高
千
穂
の
雲
海
を
見
よ
う
と
朝
六
時
に
宿
を
出
る
。
雲

海
は
夏
の
季
語
に
な
っ
て
い
る
が
こ
こ
高
千
穂
の
国
見
が

 
雲海橋から高千穂の町を見下ろす 
地上まで130メーター 

 
高千穂温泉から浅ケ部を望む 

 

高
千
穂
神
社
の
神
楽
。
イ
ザ
ナ
ギ
と 

イ
ザ
ナ
ミ
が
酔
っ
て
絡
み
合
っ
て
い

 
高千穂温泉ロビー 

 

宿
「
暖
心
」
か
ら
見
た
入
日 
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丘
か
ら
見
る
雲
海
は
特
別
な
も
の
ら
し
い
丘
の
上
に
立
つ

と
普
段
は
阿
蘇
の
山
並
み
も
見
え
る
し
祖
母
山
も
見
渡
せ

る
と
い
う
こ
と
だ
が
今
朝
は
生
憎
、
阿
蘇
は
見
え
な
か
っ

た
。
そ
の
代
り
祖
母
山
は
う
っ
す
ら
と
影
を
見
せ
て
い
る
。 

 
<

祖
母
山
も
傾
山
も
夕
立
か
な 

青
邨>

の
も
う
一
方

の
傾
山
は
ど
れ
か
と
運
転
手
に
聴
い
た
が
こ
こ
か
ら
は
望

め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

国
見
の
丘
の
直
ぐ
北
隣
に
見
え
る
祖
母
山
は
そ
の
名
前

の
通
り
高
千
穂
の
神
々
の
祖
母
に
当
た
る
神
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る
の
か
な
と
想
像
し
て
楽
し
ん
だ
。 

 

こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
雲
海
は
朝
の
気
温
が
０
℃
で
快

晴
、
か
つ
無
風
が
条
件
で
あ
る
と
い
う
。
朝
の
気
温
は
一
℃

の
予
報
で
ち
ょ
っ
と
見
る
こ
と
は
無
理
か
も
知
れ
な
い
と

言
わ
れ
て
い
た
が
期
待
を
抱
い
て
出
か
け
て
き
た
の
だ
っ

た
。 標

高
五
一
三
メ
ー
ト
ル
の
国
見
が
丘
は
さ
す
が
に
寒
い
。

風
が
頬
を
刺
す
よ
う
だ
。
雲
海
を
形
成
す
る
冬
霧
は
生
じ

て
い
る
の
だ
が
風
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
滞
留
し
て
く
れ

な
い
。
日
の
出
の
六
時
五
十
分
ま
で
丘
の
上
に
待
っ
て
い

た
が
雲
海
に
は
な
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。 

 

し
か
し
こ
の
国
見
が
丘
か
ら
高
千
穂
を
囲
む
数
々
の

山
々
を
眺
め
て
い
る
と
、
山
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
家

族
の
名
を
付
け
て
物
語
を
作
っ
て
み
よ
う
と
す
る
気
持
ち

が
湧
い
て
く
る
。
神
話
は
こ
う
し
た
山
々
と
川
を
中
心
に

作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
国
生
み
、
島
生
み
、
神
生
み

を
周
囲
の
山
々
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
は
め
て
考
え
る
時
間
が

欲
し
い
と
感
じ
た
の
は
日
の
出
と
共
に
現
れ
て
く
る
多
く

の
山
々
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
少

な
く
と
も
神
武
の
東
征
以
前
の
話
の
辻
褄
は
高
千
穂
の
周

辺
で
片
が
つ
き
そ
う
な
感
じ
が
し
た
。 

   
 

高
千
穂
に
朝
日
生
ま
る
る
冬
の
靄 

 
 

神
楽
宿
月
の
雫
の
廂
か
な 
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寒
卵
高
天
原
で
三
つ
喰
ふ 

鵙
猛
る
高
天
原
の
電
話
線 

一
旦
宿
に
帰
っ
て
朝
食
を
取
る
。 

 

再
び
高
千
穂
神
社
へ 

 

高
千
穂
神
社
を
再
び
訪
れ
る
。
こ
の
神
社
は
高
千
穂
十

八
郷
八
十
八
社
の
総
社
。
高
千
穂
皇
神
が
祭
神
、
創
建
は

垂
仁
天
皇
の
頃
で
約
二
千
年
も
前
と
い
う
神
話
の
時
代
。 

天
津
彦
火
瓊
々
杵
尊
（
ニ
ニ
ギ
の
尊=

ア
マ
テ
ラ
ス
の
孫
）

な
ど
の
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
裏
手
に
そ
の
ニ
ニ
ギ
尊

が
地
付
き
の
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
鬼
八
を
退
治
す
る

木
彫
が
あ
る
。
社
の
木
壁
に
枯
蟷
螂
が
大
き
な
お
腹
を 

し
て
そ
れ
を
見
守
っ
て
い
る
。 

本
殿
前
の
夫
婦
杉 

は
夫
婦
和
合
の 

神
木
。
イ
ザ
ナ
ギ 

と
イ
ザ
ナ
ミ 

よ
ろ
し
く
手
を 

取
っ
て
三
回
り 

す
る
の
は
武
田 

夫
妻
。
大
和
氏
が 

そ
れ
を
囃 

す
寛
い
だ
光
景
。 

 

 

朝
６
時
過
ぎ
国
見
が
丘
は
寒
い 

国見が丘の日の出 

 
「暖心」の一階食堂で食後寛ぐ 

高千穂神社夫婦杉を三回 
廻ると幸せが訪れる 

国見が丘「ニニギの天孫降臨像」 
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 高

天
原 

 

高
千
穂
神
社
裏
と
「
鬼
八
を
退
治
す
る
」
イ
ザ
ナ
ギ
尊
の
像 

 
高千穂地区概略図 
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高
天
原
の
丘
の
一
帯
に
集
ま
っ
て
い
る 

 
天
真
名
井
、
高
天
原
遥
拝
所
、 

 

四
皇
子
峰
、
櫛
降
神
社 

 

耳
漱
ぐ
和
な
る
音
や
冬
泉 

               

                    

く
し
ふ
る
神
社 

は
、
古
事
記
に
「
筑
紫
の
日
向
の
高

大ケヤキの下から湧き出す天真名井 
清らかな水音が絶えない 

 

 
高天原遥拝所 

天孫降臨後に神々が高天原を遥拝した所 

 

高
天
原
の
森
の
不
思
議
な
枝
ぶ
り 

高天原と呼ぶ山中 

 

四
皇
子
峰
で
見
か
け
た
神
像 
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千
穂
の
久
志
布
流
多
氣
に
天
降
り
ま
す
」
と
あ
る
記
述
か

ら
往
古
は
丘
そ
の
も
の
を
ご
神
体
に
し
て
い
た
が
元
禄
七

年
に
社
殿
が
建
立
さ
れ
た
。
ニ
ニ
ギ
尊
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

尊
、
フ
ツ
ヌ
シ
尊
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

  

天
安
河
原 

は
岩
戸
川
の
天
岩
戸
神
社
よ
り
上
流
に
あ

る
。 

安
河
原
に
て
つ
い
と
出
し
水
つ
ぱ
な 

 

  

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
が
天
真
名
井
の
聖
水
を
浴
び

な
が
ら
誓
約
（
う
け
い
）
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
神
々
を
生

み
だ
し
た
後
、
誓
約
に
勝
っ
た
と
誤
解
（
古
事
記
で
は
そ

う
書
い
て
あ
る
）
し
て
し
た
い
放
題
を
し
て
高
天
原
を
困

ら
せ
た
た
め
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
戸
に
隠
れ
世
の

中
が
暗
闇
に
な
っ
て
し
ま
い
困
り
果
て
た
八
百
万
の
神
々

が
集
ま
っ
て
ス
サ
ノ
オ
を
追
放
処
分
に
決
め
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
は
こ
の
後
出
雲
の
国
へ
旅
立
っ
て
行
く

の
で
あ
る
。 

天
岩
戸
神
社 

は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
隠
れ
た
天
岩
屋
戸

に
因
ん
だ
神
社
。
岩
戸
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
ご
神
体
の
天

岩
屋
戸
が
断
崖
に
懸
か
る
よ
う
に
拝
め
る
。
樹
木
や
蔦
が

生
い
茂
っ
て
い
る
の
で
判
別
は
中
々
難
し
い
。 

 

落
葉
掻
く
天
鈿
女
命
か
な 

島
生
み
の
や
う
に
落
葉
を
掻
き
集
め 

                

 
八百万の神々が集まった天安河原。大きな洞窟と磧石 

が特徴。賽の河原のように石を積んで願い事をする。 
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神
楽
宿 

 
か
つ
て
庄
屋
を
務
め
た
よ
う
な
大
き
な
民
家
を
神
楽
宿

と
し
て
見
学
さ
せ
て
い
る
家
を
見
る
。
普
段
は
昼
食
な
ど

を
提
供
し
て
要
望
が
あ
れ
ば
高
千
穂
神
楽
を
演
じ
て
見
せ

る
と
い
う
。
今
日
は
食
事
の
準
備
だ
け
が
さ
れ
て
あ
っ
た
。 

            

高
千
穂
峡 

 

高
千
穂
峡
は
阿
蘇
火
山
の
溶
岩
流
が
形
成
し
た
柱
状
節

理
に
よ
っ
て
出
来
た
峡
谷
。
こ
こ
で
は
五
ヶ
瀬
川
の
水
は

エ
メ
ラ
ル
ド
色
を
湛
え
、
流
れ
は
瀞
と
な
り
静
か
で
あ
る
。

橋
か
ら
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
降
り
て
ボ
ー
ト
遊
び
を
楽
し

む
。
真
名
井
の
滝
の
飛
沫
を
浴
び
る
近
さ
ま
で
ボ
ー
ト
を

寄
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
水
深
は
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
と
い

う
。
颱
風
十
四
号
の
時
は
こ
こ
も
水
没
し
て
し
ま
い
今
も

歩
道
の
柵
を
修
理
中
で
あ
っ
た
。 
             

綿
虫
や
瀞
は
神
代
の
瑠
璃
の
色 

ス
サ
ノ
オ
の
ゆ
ま
る
ご
と
く
に
冬
の
滝 

 

高千穂峡 真名井滝 

 
神楽宿の内部。神庭が設けてある 

 
神楽宿の大きな藁廂の外観 
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柚
木
野
地
区
笛
原
の
夜
神
楽 

 
 

① 
道
神
楽
（
ま
た
は
道
行
神
楽
） 

 
 

夜
神
楽
は
氏
神
様
の
あ
る
地
域
の
氏
子
の
内
で
神
庭
が

設
け
ら
れ
る
十
分
な
広
さ
の
座
敷
を
持
つ
家
を
順
番
に
使

用
し
て
行
わ
れ
る
。
柚
木
野
地
区
笛
原
で
は
西
家
が
今
年

の
当
番
に
当
た
っ
た
が
、
当
番
は
大
変
で
し
ょ
う
と
尋
ね

る
と
、
当
主
は
「
六
十
年
に
一
度
の
こ
と
だ
か
ら
」
と
笑

っ
て
い
た
。
見
る
と
こ
ろ
こ
の
西
家
は
夫
婦
二
人
暮
ら
し

で
牛
を
四
頭
に
仔
牛
が
一
頭
い
る
酪
農
家
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

夜
神
楽
を
奉
仕
す
る
一
行
は
氏
神
様
の
柚
木
野
神
社
に

午
後
三
時
に
集
合
。
柚
木
野
神
社
は
無
住
で
あ
る
の
で
宮

司
さ
ん
は
別
な
神
社
か
ら
か
け
つ
け
て
神
様
を
筥
宮
に
移

し
、
預
っ
て
い
た
神
楽
面
（
面
も
神
様
）
を
奉
仕
者
一
行

に
引
き
渡
す
。
神
楽
の
装
束
に
着
替
え
た
一
行
は
こ
の
神

社
か
ら
当
番
の
家
ま
で
行
列
を
す
る
の
で
あ
る
が
距
離
が

あ
る
場
合
は
途
中
の
適
当
な
と
こ
ろ
か
ら
行
列
を
開
始
す

る
。
今
日
は
西
家
の
手
前
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
開
始
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
道
で
装
束
を
直
し
、
面
を
つ
け
、

太
皷
を
担
ぎ
、
筥
宮
を
背
負
っ
て
道
行
神
楽
が
始
ま
る
。 

 

篝
火
を
焚
い
て
待
ち
受
け
て
い
る
、
山
の
斜
面
に
あ
る

西
家
ま
で
登
り
道
を
笛
・
太
皷
の
囃
し
に
合
わ
せ
て
進
み

座
敷
に
設
け
ら
れ
た
神
庭
に
入
っ
て
道
行
神
楽
は
終
了
。

休
憩
の
あ
と
い
よ
い
よ
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
夜
神
楽
が

始
ま
る
こ
と
に
な
る
。 
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柚木野神社から神様を筥宮に移す。 

 
皇大神宮の筥宮を背負うのは 
当屋の西さん 

 
柚木野神社から行列して道行き神楽を 

演奏しながら西家へ向う。 

 
肩の太皷を打つ 
 

 
外に組んだ神の拠代（外注連） 

 
大太皷を担いでの道神楽 

 
西さん入口の竹飾 
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し
ん
が
り
に
筥
宮
い
ま
す
道
神
楽 

冬
夕
焼
道
行
神
楽
棚
田
沿
ひ 

             

② 

笛
原
・
西
家
の
夜
神
楽
の
始
ま
り 

 

笛
原
と
い
ふ
村
や
さ
し
神
楽
宿 

    

                    
目
を
見
張
る
親
牛
仔
牛
神
楽
宿 

西家は篝を焚き七五三縄を張り迎える 

 
接待のカッポ酒（焼酎） 

 
接待の煮しめ 

庭のドラム缶の炭火に暖まる 

 

庭
の
ド
ラ
ム
缶
の
炭
火
に
集
ま
る 
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神
楽
宿
竹
の
器
で
酒
を
飲
む 

夜
神
楽
や
吹
き
手
打
ち
手
の
み
な
童
顔 

夜
神
楽
の
天
岩
戸
の
倒
け
に
け
り 

ほ
し
ゃ
ど
ん
の
背
筋
ま
直
ぐ
に
神
の
舞 

霜
枯
の
庭
に
煮
炊
き
や
神
楽
宿 

神
南
備
の
一
番
鶏
や
霜
の
朝 

神
楽
宿
朝
日
に
大
戸
開
け
に
け
り 

夜
神
楽
の
神
の
浮
気
も
神
代
よ
り 

              

                    

 

牛
舎
に
は
親
牛
、
仔
牛
も 

夜神楽の終わりに近づく注連口（神送り） 
神庭と外注連を結んでいる綱をお手伝い

のご婦人や客に持ってもらって 
幸せを祈願する。（婦人の参加する唯一の

ところ） 

 
夜神楽は演者も大変。客も大変。 
白河夜船に乗る人も出る。 
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 祝

子
者
・
奉
仕
者

（
ほ
し
ゃ
ど
ん
） 

彫
り
物
（
え
り
も

の
） 

筥
宮 

神
庭
（
こ
う
に
わ
） 

神
楽
宿 

 

道
（
中
）
神
楽 

 

夜
神
楽 

神
楽
の
舞
人
。 

切
り
絵
。
鳥
居
、
土
火
木
金
水
徳
神
、
十
干
十
二
支
を

象
徴
。 

皇
大
神
宮
（
天
照
）
を
祭
っ
て
あ
る
笈
の
よ
う
な
仮
宮
。

神
庭
の
東
に
置
か
れ
る
。 

神
楽
宿
の
中
で
神
楽
を
演
じ
る
神
聖
な
場
所
。
家
の
中

央
に
二
間
四
方
用
意
さ
れ
る
。 

神
社
以
外
で
神
楽
を
演
じ
る
場
所
。
祭
場
。
地
域
の
中

で
持
ち
回
り
す
る
。 

氏
神
か
ら
神
楽
宿
ま
で
の
道
中
に
演
じ
ら
れ
る
神
楽
舞 

高
千
穂
地
方
で
行
わ
れ
る
夜
を
徹
し
て
演
じ
ら
れ
る
三

十
三
番
の
神
楽
舞 

高
千
穂
・
夜
神
楽
・
語
彙
一
覧 

 
夜神楽のクライマックス「戸取の舞」岩の後ろは神主さん。右は倒れそうな 
岩戸を支えている高校生。観光用の夜神楽ではお目にかかれない光景。 
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「
高
千
穂
神
楽
紀
行
」 

 

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
作
成 

 

記
録
・
写
真
・
制
作 

蟇
目
良
雨 

 

印
刷
・
製
本 

 
 

青
蛙
堂 

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
三
―
五
―
四 

お
茶
の
水
Ｓ
Ｃ
ハ
ウ
ス
九
〇
二 

 
     

山
（
外
七
五
三
） 

雲
（
天
蓋
） 

面
様 

七
五
三
（
し
め
） 

庭
に
し
つ
ら
え
た
神
の
拠
り
代
。 

神
庭
の
天
井
に
作
ら
れ
る
。
高
天
原
を
象
徴
。

雲
を
突
付
い
て
紙
吹
雪
を
飛
び
立
た
せ
神
楽

は
終
了
。 

神
楽
面
。
神
の
化
身
で
あ
る
の
で
神
主
が
貸

出
し
す
る
。 

高
千
穂
地
方
特
有
の
注
連
縄
。
天
神
七
代
、

地
神
五
代
、
日
向
三
代
を
意
味
す
る
。 

 


