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「広報のと」11 月号の印刷費は一部当たり 32 円です。

P L U S

旅
日
記
⑪　

和
歌
の
添
削
評
価
、
写
本
の
日
々

　

6
月
17
日
、
船
で
網
打
ち
に
出
か
け
ま
し
た
。
久
貞
と
友
人
、

自
分
と
3
人
連
れ
で
川
崎
と
い
う
と
こ
ろ
に
で
舟
と
水
夫
を
雇
っ

て
、
刺
し
網
を
打
っ
て
い
る
う
ち
に
、
捕
っ
た
魚
を
船
上
で
調
理

し
食
べ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
お
寺
が
風
呂
を
営
業
す
る
の
も
注

目
に
値
し
ま
す
が
、
船
上
で
と
っ
た
魚
を
調
理
し
て
食
べ
る
と
い

う
趣
向
が
す
で
に
一
般
的
で
あ
っ
た
様
子
に
驚
き
ま
す
。
極
上
の

舟
遊
び
で
す
。

　

6
月
18
日
、
松
坂
に
帰
り
、
7
月
9
日
の
夜
ま
で
「
学
び
ご
と

の
み
に
い
つ
け
る
」
と
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
3
週
間
は
た
だ
勉

強
と
写
本
に
過
ご
し
た
よ
う
で
す
。
宣
長
の
講
演
の
席
上
で
、
あ

る
い
は
そ
の
後
の
句
会
で
詠
ん
だ
和
歌
の
添
削
評
価
を
受
け
た
も

の
が
15
首
連
な
っ
て
い
ま
す
。

　

仮
住
ま
い
の
近
く
で
竹
屋
嘉
右
ヱ
門
と
い
っ
て
、
も
ぐ
さ
で
生

計
を
た
て
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
こ
の
人
は
貧
し
い
な
が
ら
も

情
け
深
い
人
で
、吉
彦
が
い
る
間
い
ろ
い
ろ
と
気
配
り
し
て
く
れ
、

作
っ
た
食
べ
物
を
運
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
日
常
の
忙
し
い
な
か
に

も
朝
顔
を
愛
で
、
毎
朝
ま
が
き
に
で
て
は
眺
め
て
い
ま
す
。
向
か

い
の
狂
歌
好
き
の
桔
梗
屋
半
兵
衛
も
吉
彦
に
歌
を
詠
ん
で
く
れ
と

頼
み
ま
す
。

　

世
の
中
の
　
し
げ
き
中
に
も
朝
が
ほ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
い
と
ま
を
見
る
　
人
ぞ
見
る

　
む
ら
さ
き
の
　
花
の
ゆ
か
り
の
宿
な
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
君
が
こ
こ
ろ
を
　
染
め
ま
く
お
し
も

　

吉
彦
は
二
カ
月
半
に
及
ぶ
松
坂
滞
在
中
、石
風
呂
や
花
火
見
学
、

舟
で
の
網
漁
な
ど
、時
に
は
自
由
に
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
宣
長
蔵
書
の
写
本
に
極
め
て
大
き
な
精
力
を
費
や
し

て
い
ま
す
。
国
学
の
泰
斗
、
契
沖
や
賀
茂
真
淵
、
そ
し
て
宣
長
の

著
作
が
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
宣
長
は
自
身
の
蔵
書
を
門
人
に
貸
し

出
し
ま
し
た
。

加
藤
三
千
雄
さ
ん
が
た
ど
る 

先
祖
・
吉
彦
の
鈴
屋
入
門

寛政の旅人：加藤吉彦（かとう・えひこ）。寛政 9（1797）年、36 歳の
　　　　　　時、伊勢の本居宣長の元を訪ね入門。酒垂神社 12 代宮司。
平成の旅人：加藤三千雄（かとう・みちお＝写真）。現酒垂神社宮司。
　　　　　　9 代前の先祖、吉彦の道中を実際にたどり、伊勢松坂で
　　　　　　吉彦と宣長の交流の跡を目の当たりにした。

❷

　
　
「
わ
か
れ
て
も　

又
か
え
り
こ
ん
松
坂
に　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
世
も
と
い
の
る
君
し
い
ま
せ
ば
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
垂
神
社
境
内
に
吉
彦
の
歌
碑
が
完
成
。
9
月
29
日
に
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
長
と
の
別
れ
を
惜
し
み
贈
っ
た
歌
で
肉
筆
を
元
に
作
製
さ
れ
て
い
る
。

「行政」「人」「地域の魅力・価値」を「プラス」でつなぐ情報誌

白丸曳山祭り（9 月 25 日）

白丸の菅原神社の祭礼。「きやらげ」と呼ばれる、女装した小
学生の男の子が家々で木遣り唄を歌います。豊若大和くん（松
波小 4 年）と春人くん（同 2 年）兄弟が大役を務めました。


