
伊
曽
乃
の
祭
り

い
つ
も
と
違
う
秋

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
防
止
の
た
め
全
国
各
地
で
祭
り

の
中
止
が
発
表
さ
れ
る
中
、
7
月
、

西
条
ま
つ
り
で
最
大
の
規
模
を
誇
る

伊
曽
乃
神
社
例
大
祭
で
も
統
一
運
行

の
中
止
が
決
定
。
神
事
の
み
、
規
模

を
縮
小
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　太
鼓
の
練
習
の
音
も
聞
こ
え
ず
、

い
つ
も
と
違
う
今
年
の
秋
。
今
こ
そ

秋
の
祭
り
に
つ
い
て
、
見
つ
め
直
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

上・明治期のお宮入り（松岡伸安氏所蔵）　下・令和元年の川入り前
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昔から変わらぬ祭り愛
絵巻や新聞記事などを開いてみると、多くのことが読み取れました。

長い歴史の中の出来事をお伝えします。

長
い
歴
史
を
持
つ
伊
曽
乃
の
祭
り

　
毎
年
10
月
、
計
80
台
以
上
の
だ
ん
じ
り

・
み
こ
し
が
練
り
歩
く
伊
曽
乃
神
社
祭
礼
。

天
保
時
代
（
１
８
３
１
〜
１
８
４
５
年
）
に 

制
作
の
絵
巻
２
本
（
神
社
蔵
『
伊
曽
乃
大
社

祭
礼
略
図
』、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
伊
曽
乃

祭
礼
細
見
図
』）
か
ら
江
戸
当
時
の
祭
礼
の

様
子
が
伺
え
、
古
文
書
か
ら
約
３
０
０
年

も
続
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
伊
曽
乃
神
社
祭
礼
は
、
一
神
社
の
祭
礼

と
し
て
屋
台
数
日
本
一
。
天
保
時
代
か
ら

20
台
を
超
え
る
屋
台
を
誇
り
、
だ
ん
じ
り

18
台
、
み
こ
し
５
台
、
人
物
約
４
４
０
人

な
ど
が
描
か
れ
る
『
伊
曽
乃
大
社
祭
礼
略

図
』
は
、
西
条
藩
主
が
お
国
自
慢
と
し
て

仙
台
に
贈
っ
た
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
明
治
、
大
正
〜
昭
和
初
期
、
昭

和
50
年
代
の
新
調
ブ
ー
ム
を
迎
え
な
が
ら
、

現
在
、
屋
台
数
81
台
と
な
り
ま
し
た
。

祭
礼
の
中
止
は
過
去
に
も

　　
地
域
が
誇
り
を
持
っ
て
屋
台
を
担
ぎ
続

け
て
き
た
祭
り
で
す
が
、
だ
ん
じ
り
・
み

こ
し
の
奉
納
の
中
止
は
今
回
が
初
め
て
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
将
軍
や
天
皇
の
不
幸
、

戦
争
、
悪
天
候
な
ど
の
ほ
か
、
伝
染
病
で

も
自
粛
・
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
に
は
赤せ

き
り痢
や
コ
レ
ラ
の
た
め
中
止

や
無
期
延
期
に
。
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
大

正
５
年
に
も
、
西
条
で
は
延
期
か
実
行
か

で
意
見
が
分
か
れ
、
今
で
い
う
市
長
が
氏

子
へ
説
得
に
向
か
い
２
回
目
の
説
明
で
無

期
延
期
に
納
得
と
な
っ
た
そ
う
。

　「
豊
作
や
疫
病
退
散
を
願
う
祭
礼
だ
か

ら
こ
そ
、
祭
り
を
や
り
た
い
」
と
い
う
よ

う
な
思
い
が
、
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
西
条
の

人
の
心
に
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

参
考

『
西
条
市
生
活
文
化
誌
』　
　
　
　
　
　
　
西
条
市

　
ふ
る
里
の
祭
り
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
秀
之

『
愛
媛
ま
つ
り
紀
行
』　
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館

　
流は

や
り
や
ま
い

行
病
と
祭
礼
　
　
　
　
　
　
　
　
平
井
　
誠

『伊曽乃大社祭礼略図』。伊曽乃神社の宝物
館で見られます

明治末期の伊曽乃の祭りの絵葉書
（松岡伸安氏所蔵）

天
明
６
（
１
７
８
６
）
年
　
　
　
計
13
台

　
　だ
ん
じ
り
12
　
み
こ
し
（
傘
鉾
）
１

天
保
13
（
１
８
４
２
）
年
　
　
　
計
23
台

　
だ
ん
じ
り
19
　
み
こ
し
４

明
治
35
（
１
９
０
２
）
年
　
　
　
計
27
台

　
だ
ん
じ
り
23
　
み
こ
し
４

大
正
14
（
１
９
２
５
）
年
　
　
　
計
33
台

　
だ
ん
じ
り
29
　
み
こ
し
４

昭
和
３
（
１
９
２
８
）
年
　
　
　
計
37
台

　
だ
ん
じ
り
33
　
み
こ
し
４

昭
和
９
（
１
９
３
４
）
年
　
　
　
計
40
台

　
だ
ん
じ
り
36
　
み
こ
し
４

昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
　
　
　
計
44
台

　
だ
ん
じ
り
40
　
み
こ
し
４

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
　
　
　
計
34
台

　
だ
ん
じ
り
30
　
み
こ
し
４

昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
　
　
　
計
40
台

　だ
ん
じ
り
37
　
み
こ
し
３

昭
和
54
（
１
９
７
９
）
年
　
　
　
計
45
台

　
だ
ん
じ
り
42
　
み
こ
し
３

昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
　
　
　
計
72
台

　
だ
ん
じ
り
69
　
み
こ
し
３

平
成
元
（
１
９
８
９
）
年
　
　
　
計
79
台

　
だ
ん
じ
り
75
　
み
こ
し
４

令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
　
　
　
計
81
台

　
だ
ん
じ
り
77
　
み
こ
し
４

屋
台
数
の
推
移
（
伊
曽
乃
神
社
祭
礼
）
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人
を
魅
了
す
る
彫
刻
細
工

　
今
年
、
新
調
お
披
露
目
予
定
だ
っ
た
北

之
丁
上
組
の
だ
ん
じ
り
。
彫
刻
を
担
う
の

は
、
33
歳
の
若
き
木
彫
師
・
杉
森
哲
明
さ

ん
。
専
門
学
校
卒
業
後
、
富
山
県
で
「
井

波
彫
刻
」
を
学
び
、
４
年
前
に
地
元
・
氷

見
で
工
房
を
開
き
ま
し
た
。

　
杉
森
さ
ん
が
彫
刻
に
関
心
を
持
っ
た
の

は
中
学
生
の
こ
ろ
。「
だ
ん

じ
り
に
つ
い
て
回
る
う
ち
、

自
分
で
も
彫
っ
て
み
た
い
、

と
思
っ
た
ん
で
す
。
特
に
好

き
な
川
原
町
が
井
波
彫
刻
で
、

そ
こ
に
弟
子
入
り
。
５
年
間
の
修
業
で
辛

い
こ
と
も
あ
っ
た
け
ど
『
絶
対
に
だ
ん
じ

り
を
作
る
ん
や
』
っ
て
思
い
で
何
と
か
乗

り
越
え
ま
し
た
」
と
、
は
に
か
み
ま
す
。

　「
新
調
と
し
て
、
丸
一
台
を
制
作
す
る

の
は
今
回
が
初
仕
事
。
依
頼
は
嬉
し
く
も
、

相
当
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
ま
す
」

と
杉
森
さ
ん
。「
彫
刻
っ
て
百
年
以
上
持

つ
ん
で
す
。

現
行
が
約
90

年
の
歴
史
が

あ
る
も
の
で
、

地
域
の
人
が

ず
っ
と
見
て

育
っ
て
き
た

も
の
を
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
す
る
。
そ
し
て
作
っ
た
も
の
が
、

ま
た
長
い
間
そ
こ
の
だ
ん
じ
り
と
し
て
見

ら
れ
て
い
く
っ
て
、
す
ご
く
重
た
い
で
す

よ
ね
」。
だ
か
ら
こ
そ
地
元
の
人
に
受
け

入
れ
て
も
ら
え
る
良
い
も
の
を
作
る
、
と

ノ
ミ
を
持
つ
手
に
力
が
入
り
ま
す
。

　
井
波
彫
刻
の
魅
力
は
、
彫
り
の
繊
細
さ
。

「
１
台
の
制
作
に
必
要
な
彫
刻
は
百
枚
以

上
。
１
年
以
上
の
月
日
を
掛
け
て
彫
り
進

め
て
い
る
彫
刻
を
、
ぜ
ひ
来
年
楽
し
ん
で

ほ
し
い
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
ま
た
「
彫

刻
と
地
の
赤
色
の
見
え
具
合
が
全
体
を
整

え
ま
す
。
遠
目
で
見
た
と
き
の
そ
の
美
し

さ
、
空
間
の
見
せ
方
に
も
注
目
し
て
み
て

ほ
し
い
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　「
今
後
も
新
調
や
修
繕
な
ど
で
、
地
域

で
の
だ
ん
じ
り
維
持
に
協
力
し
て
い
き
た

い
」
と
、
熱
意
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

胸
が
躍
る
太
鼓
の
音

　「
西
条
の
伊
勢
音
頭
の
リ
ズ
ム
は
全
国

一
」。
そ
う
話
す
の
は
上
岡
利
夫
さ
ん
。

伊
勢
音
頭
の
地
元
へ
の
定
着
と
、
伊
勢
と

の
関
係
作
り
に
尽
力
し
て
き
ま
し
た
。

　「
西
条
の
祭
り
で
さ
か
ん
に
伊
勢
音
頭

が
歌
わ
れ
出
し
た
ん
は
明
治
の
末
ご
ろ
」

と
上
岡
さ
ん
。「
西
条
の
が
何
が
い
い
っ

て
、
こ
の
早
い
リ
ズ
ム
。
伊
勢
音
頭
は
伊

勢
祭
り
の
歌
と
し
て
全
国
１
６
０
０
以
上

の
地
域
で
い
ろ
ん
な
形
で
進
化
・
定
着
し

と
る
け
ど
、
こ
の
リ
ズ
ム
は
西
条
だ
け
の

も
の
。
一
緒
に
だ
ん
じ
り
を
担
い
で
た
ら
、

耳
に
入
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
歌
え
と
る
。

だ
か
ら
お
年
寄
り
か
ら
子
ど
も
ま
で
、
こ

の
歌
に
ふ
る
さ
と
を
感
じ
ら
れ
る
ん
よ
」。

　
ま
た
、
上
岡
さ
ん
た
ち
が
伊
勢
音
頭
を

広
め
よ
う
と
昭
和
50
年
代
に
始
め
た
「
伊

勢
音
頭
大
会

　（現
・
伊
勢
音
頭
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
）」

が
伊
勢
と
の

つ
な
が
り
の

き
っ
か
け
に
。

「
伊
勢
に
大

会
の
こ
と
を

一
世
紀
先
ま
で
残
る

も
の
を
作
る
重
責

「好き」が歴史を支える
西条の祭りを話す際には欠かせない、だんじり彫刻と伊勢音頭。

そして伊曽乃神社例大祭に見られる鬼
おにがしら
頭。関わる皆さんに、その思いを伺いました。

いしづち彫刻店　木彫師
杉森哲

てつあき

明さん

彫刻に使用する200本以上のノミ。
使い分けて繊細な彫りとなる

昨年の伊勢音頭フェスティバル。
23の町内が参加した
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知
ら
せ
た
翌
年
、
見
に
来
て
く
れ
て
『
ぜ

ひ
向
こ
う
で
も
歌
っ
て
ほ
し
い
』
っ
て
な

っ
た
ん
よ
。
昭
和
62
年
、
伊
勢
神
宮
の
お

木き

曳ひ

き
行
事
に
だ
ん
じ
り
17
台
と
８
０
０

人
で
行
っ
た
ら
、
約
千
人
の
伊
勢
市
民
の

人
ら
が
沿
道
か
ら
旗
を
振
っ
て
出
迎
え
て
、

心
か
ら
の
お
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
た
。

こ
れ
に
僕
ら
も
感
動
し
、
今
も
縁
が
続
い

と
ん
よ
。
お
祭
り
の
日
に
伊
予
西
条
駅
の

前
で
赤
福
を
売
り
よ
ん
も
、
こ
の
縁
が
あ

る
か
ら
な
ん
よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　「
今
で
は
市
内
で
も
よ
う
け
歌
わ
れ
て
、

太
鼓
の
リ
ズ
ム
も
受
け
継
が
れ
と
っ
て
、

う
れ
し
い
ね
」
と
に
っ
こ
り
。「
こ
れ
か

ら
は
祭
り
歌
と
は
違
う
進
化
も
し
て
も
い

い
か
も
。
そ
う
し
て
、
も
っ
と
み
ん
な
の

胸
に
残
る
『
ふ
る
さ
と
の
歌
』
で
あ
っ
て

ほ
し
い
ね
」
と
、
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

運
行
を
守
る
鬼
の
役

　「
伊
曽
乃
神
社
例
大
祭
の
運
行
を
守
る
、

鬼
頭
。
今
は
25
人
程
で
役
を
担
っ
て
い
ま

す
が
、
約
半
数
は
世
襲
。
私
も
少
な
く
と

も
４
代
目
で
、
22
年
前
に
父
か
ら
鬼
の
面

を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
」
と
一
色
信
之
さ
ん
。

　
主
な
役
目
は
、
関
係
者
と
の
打
ち
合
わ

せ
会
や
舁か

き
ふ夫

番
号
札
の
作
成
、
お
旅
所
な

ど
の
だ
ん
じ
り
の
場
所
を
表
示
す
る
ロ
ー

プ
張
り
な
ど
の
準
備
、
川
入
り
ま
で
の
時

間
調
整
、
運
行
中
の
誘
導
・
警
備
な
ど
。

「
だ
ん
じ
り
の
台
数
が
増
え
た
近
年
は
川

入
り
が
遅
く
な
り
が
ち
。
ル
ー

ト
の
変
更
な
ど
、
時
代
に
沿
っ

た
形
で
地
元
の
人
た
ち
と
調
整

し
つ
つ
、
神
事
の
根
幹
を
守
る

た
め
、
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
」。

　「
鬼
頭
の
ル
ー
ツ
は
、
は
っ
き
り
と
記

録
に
は
残
っ

て
な
い
。
で

も
『
伊
曽
乃

大
社
祭
礼
略

図
』
に
、
鬼

の
面
を
被
っ

て
じ
ゅ
ば
ん

に
白
い
房
を

付
け
た
姿
が
描
か
れ
て
て
、
３
０
０
年
の

歴
史
の
中
に
お
る
役
な
ん
や
と
分
か
り
ま

す
。『
な
ん
で
こ
ん
な
大
変
な
こ
と
し
よ

ん
や
ろ
』
と
思
う
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
歴

史
あ
る
神
事
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
も

私
ら
み
た
い
な
役
が
必
要
な
ん
や
ろ
ね
」

と
、
優
し
い
目
で
面
を
見
つ
め
ま
す
。

　
一
番
う
れ
し
い
の
は
、
だ
ん
じ
り
が
河

原
に
そ
ろ
い
、
日
が
落
ち
な
い
う
ち
に
川

入
り
で
き
た
と
き
。「
祭
り
に
関
わ
る
み

ん
な
の
協
力
が
な
い
と
で
き
ん
こ
と
や
か

ら
」
と
、
ほ
ほ
笑
み
ま
す
。「
今
年
は
少

し
寂
し
い
け
ど
、
来
年
は
そ
の
思
い
も
乗

せ
て
、
さ
ら
に
良
い
祭
り
に
で
き
た
ら
。

み
ん
な
一
緒
に
え
え
祭
り
を
続
け
て
い
き

た
い
で
す
ね
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

地
域
み
ん
な
で
作
り

上
げ
る
祭
り
の
日

伊
勢
は
祭
り
人
生

の
心
の
ふ
る
さ
と

伊曽乃神社　鬼頭会長
一色信

のぶゆき

之さん

西条祭り伊勢音頭連合会
上岡利

と し お

夫さん

　（　右から）繊細な井波彫刻で彩られた川原町のだんじり。平成18年の伊勢神宮のお木曳き行事
にはだんじり32台、1,600人が参加。『伊曽乃大社祭礼略図』 に描かれた鬼頭

一色さんが継いだ鬼の面。明治14
年と書かれた札が付いている
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今
年
だ
か
ら
こ
そ
の
祭
り
の
形

　
西
条
の
人
は
本
当
に
昔
か
ら
祭
り
好
き
。

大
正
時
代
に
コ
レ
ラ
が
は
や
り
お
祭
り
は

お
宮
だ
け
で
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
も
伊
曽

乃
は
最
初
「
や
る
」
っ
て
返
事
を
し
た
し
、

終
戦
後
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
や
る
な
っ
て
言
う
た

と
き
も
、
こ
っ
そ
り
だ
ん
じ
り
を
出
し
た

と
こ
も
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
好
き
で
楽
し

み
に
し
て
い
る
お
祭
り
を
、
い
つ
も
の
形

で
斎さ

い
こ
う行
で
き
な
い
の
は
非
常
に
残
念
で
す
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
情
勢
が
変
わ
ら
な

け
れ
ば
、
規
模
は
縮
小
す
る
け
れ
ど
、
五

穀
豊
穣
に
感
謝
し
、
疫
病
退
散
を
祈
る
た

め
に
も
神
事
は
行
い
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
せ
た
御
神し
ん
よ輿
で
例
年
２
日
で
巡
る
コ
ー

ス
を
15
日
の
１
日
で
回
り
ま
す
。
神か

ぐ
ら
し
ょ

楽
所

は
各
校
区
に
つ
き
１
カ
所
で
、
感
染
防
止

の
た
め
神
楽
に
参
列
す
る
の
は
一
部
の
人

の
み
。
御
神
輿
が
巡
る
コ
ー
ス
は
２
ト
ン

車
が
通
れ
る
道
に
限
ら
れ
ま
す
が
で
き
る

だ
け
い
つ
も
の
道
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、

神
様
が
通
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
え

た
ら
。
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
た
ら
、
ぜ
ひ

道
中
で
拝
ん
で
く
だ
さ
い
。
あ
る
意
味
今

年
だ
け
の
特
別
な
形
で
す
か
ら
、
祭
り
の

こ
と
を
伝
え
た
り
、
意
味
を
考
え
た
り
す

る
機
会
に
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

意味を見つめる特別な年
今年の例大祭は規模を縮小し、神事のみの開催を決めた伊曽乃神社。特別に動画での配信が
予定されています。伊曽乃神社の堀川宮司と、配信を行う明比さんに話を聞きました。

み
ん
な
が
主
人
公
で
作
る
祭
り

意
味
を
知
り
後
世
に
つ
な
ぐ

　
西
条
ま
つ
り
を
撮
り
続
け
て
26
年
。

今
年
、
統
一
運
行
が
な
く
な
り
、
何
か

で
き
る
こ
と
は
な
い
か
な
っ
て
ず
っ
と

考
え
て
ま
し
た
。
そ
こ
で
伊
曽
乃
神
社

に
提
案
し
た
の
が
神
事
の
中
継
で
し
た
。

　
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
「
地
域
に
神

様
に
回
っ
て
来
て
ほ
し
い
」
と
思
っ
て

い
る
人
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
か
。
神

事
は
行
う
け
ど
、
人
は
集
め
れ
ん
。
そ

れ
な
ら
動
画
で
伝
え
よ
う
、
っ
て
思
い

つ
い
た
ん
よ
ね
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

配
信
す
る
こ
と
で
、
帰
省
で
き
ん
人
ら

に
も
届
け
る
事
が
で
き
る
し
、
映
像
会

社
と
し
て
地
元
の
祭
り
に
役
立
て
る
こ

と
が
う
れ
し
い
で
す
。

　
東
予
ビ
デ
オ
と
し
て
も
中
継
は
初
め

て
の
試
み
。
僕
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

ず
っ
と
だ
ん
じ
り
を
や
っ
て
き
て
「
自

分
が
一
番
祭
り
が
好
き
や
」
っ
て
思
っ

て
る
か
ら
、
祭
り
を
す
る
一
員
と
し
て
、

今
年
も
ビ
デ
オ
を
回
し
ま
す
。

　
今
や
っ
た
ら
、YouTube

を
見
ら

れ
る
テ
レ
ビ
も
多
い
で
す
よ
ね
。
今
回

の
中
継
を
通
し
て
、
年
配
の
方
と
、
お

子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
、
近
所
の
若
い
子

ら
が
「
ど
な
い
し
て
や
る
ん
や
」
っ
て

今
年
の
祭
り
を

地
域
に
届
け
る

伊曽乃神社　宮司
堀川修

のぶよし

巧さん
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交
流
し
て
も
ら
え
た
ら
。
そ
れ
で
一
緒

の
も
の
を
見
て
「
こ
う
い
う
意
味
が
あ

っ
て
神
様
が
回
る
ん
よ
」
な
ん
て
、
家

族
や
地
域
で
話
す
き
っ
か
け
に
も
な
れ

ば
え
え
で
す
ね
。

神事を見る 意
味
を
理
解
し
、
よ
り
良
い
祭
り
に

　
神
事
に
は
全
て
意
味
が
あ
り
ま
す
。
15

日
に
神
様
を
お
迎
え
す
る
た
め
に
神
社
に

出
向
き
、
そ
の
後
「
お
祭
り
が
始
ま
っ
た

よ
」
と
町
中
に
触
れ
て
回
る
の
が
だ
ん
じ

り
と
み
こ
し
の
役
割
。
16
日
は
御
神
輿
の

露
払
い
と
し
て
「
神
様
が
通
ら
れ
る
よ
」

と
知
ら
せ
て
先
導
と
お
供
を
し
ま
す
。

　
一
番
知
っ
て
ほ
し
い
の
が
川
入
り
の
時

間
。
当
社
の
御
祭
神
は
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
。
太
陽

の
神
様
だ
か
ら
、
お
祭
り
も
日
の
出
と
と

も
に
宮
出
し
し
て
、
日
の
入
り
と
と
も
に

宮
入
り
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
す
。「
日

が
落
ち
て
、
提ち
ょ
う
ち
ん灯が

と
も
っ
た
方
が
き
れ

い
」
と
い
う
声
も
あ
る
け
ど
、
伊
曽
乃
の

祭
り
で
は
、
普
段
は
神
社
に
鎮
ま
ら
れ
る

神
様
が
町
々
の
様
子
や
人
々
の
暮
ら
し
を

ご
覧
に
な
っ
た
ら
、
日
の
あ
る
う
ち
に
川

で
お
清
め
し
て
お
還
り
い
た
だ
き
た
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
誰
も
が
同
じ
氏
子
と

し
て
知
恵
を
出
し
協
力
し
合
う
こ
と
が
必

要
で
す
。
祭
り
は
、
地
域
の
人
々
が
主
人

公
。
老
い
も
若
き
も
男
も
女
も
み
ん
な
で

作
り
上
げ
る
も
の
。
時
代
時
代
で
変
化
は

あ
る
け
れ
ど
、
大
切
な
根
っ
こ
は
残
し
て

い
く
、
と
い
う
思
い
を
胸
に
毎
年
の
祭
り

を
精
一
杯
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

祭りを知る

西条市
こどもの国

YouTube　伊曽乃神社チャンネル 検索

　伊曽乃神社例大祭神事がYouTubeで生配信さ
れます。例大祭出御祭や各校区での神楽所祭など、
ぜひお家で一緒にお参りください。
配信日時（予定)　10月15日㈭　６時30分～17時
※ 詳しいタイムスケジュールなどは、当日の配信
でご確認ください。

※ 天候や感染状況、機材の状況
などにより変更となる場合が
あります。

　実物の江戸時代のだんじり・みこしや昭和の名
品、西条祭り絵巻の写真複製版などを近くで見ら
れます。歴代の西条まつりのポスターも必見！
アクセス　西条市明屋敷131－2
開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
　　　　　※月曜日休館
問合せ　℡0897－56－8115
※ こどもの国展示館は、施設リニューアルのため10月
31日㈯で閉館します。令和４年７月に複合施設とし
てリニューアルオープン予定です。

伊曽乃神社チャンネル

東予ビデオプロジェクター
代表　明比賢

たかのり

則さん
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