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●裏路地探険隊員募集
平成18年7月8日（土）

「関神社周辺を歩く」養父市旧関宮町

＊実施日の10日前までに、18ページ掲載の
Ｔ2編集部へ、住所・氏名・年齢・電話番
号・「裏路地参加希望」とお書きの上、ハ
ガキでお申し込みください。開催は午前
中、現地集合・現地解散となります。申込
締切日後、案内を参加ご希望の方へ送付
致します。
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百手の儀式で使われていた弓（平内神社）。
現在は毎年地元の青竹で矢が作られる。

現在もライトは昭和2 6年初代のもの。

長年御崎で区長を務められ
た「平家の里」のご主人、岡辻
増雄さんが講師。「村が続く
限り、百手の行事はずっと続
けていきます」と力強く語る。

日吉神社

余部埼（御崎）灯台 平内神社

門脇家の墓

後　
に　
井　
伊　
直　
弼　
の　
相　
談　
役　
を　
務　
め　
た　

俊　
龍　

し　
ゅ　
ん　
り　
ゅ　
う　

和　
尚　
も　
幼　
い　
頃　
、　
こ　
こ　
で　
熱　
心　
に　

学
ん　
だ　
と　
い　
う
。　

小　
さ　
な　
村　
に　
あ　
る　
３　
社　
の　
内　
、　
美　
伊　

み

い

神　
社　
だ　
け　
が　
集　
落　
か　
ら　
遠　
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れ　
て　
い　
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。　
余　
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灯　
台　
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る　
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ぐ　
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と　
、　
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わ　
ず　
息　
を　
呑　
む　

光　
景　
。　
小　
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な　
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は　
、　
西　
の　
断　
崖　
絶　
壁　
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に　
ひ　
っ　
そ　
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。　
和　
銅　
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０　
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、　
修　
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。　
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と　
も　
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明　
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漁　
船　
の　
目　
印　
に　
な　
っ　
た　
と　
い　
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思　
議　
が　
伝　
え　
ら　
れ　
、　
今　
日　
で　
も　
漁　
師　
た　

ち　
の　
信
仰
が
厚　
い　
。　

夏　
は　
漁　
火　
風　
景　
が　
美　
し　
い　
余　
部　
埼　
灯　

台　
は　
、　日　
本　
で　
一　
番　
高　
い　
場　
所　
に　
あ　
る　
。　

昭　
和　
60  
年　
に　
建　
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ら　
れ　
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こ　
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台　
が　
、　
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代
的
な
建
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ろ
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御　
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の　
人　
々　
は　
、　
地　
形　
を　
無　
理　
に　
崩　

さ　
ず　
、　
そ　
こ　
に　
あ　
る　
風　
景　
を　
守　
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か　
ら　
こ　
そ　
、　
訪　
れ　
た　
人　
は　
こ　
の　
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せ　
る　
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。　

美伊神社

絶景に見とれる参加者のみなさん。天気の良い日は経ヶ岬や
能登半島まで見えることもあるそう。

平家に土着をすすめた修験者・森本浄実坊が、一行に小麦
の蒸し物を施したことが日吉神社に伝わる「小麦まつり」の
起源。後に浄実坊自身も平家と共にこの地に身を置いた。

細い石敷の道

御崎は明治から大正にかけて村を焼
く3度の大火に見舞われた。平家の守
り神「平内神社」に復興記念碑が立つ。

り　
、　
そ　
こ　
で　
出　
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っ　
た　
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験　
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に　
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を　
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め　
ら　
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一　
行　
が　
こ　
の　
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を　
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た　
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が　
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は　
じ　
ま　
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後　
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を　
絶　
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た　
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活
が
続
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３　
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の　
御　
神　
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が　
置　
か　
れ　
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心　
地　
か　
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狭　
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土　
地　
に　
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て　
い　
る　
の　
が　
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突　
き　
合　
わ　
せ　
た　
屋　
根　
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に　
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れ　
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畑　
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限　
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れ　
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に　
築　
か　
れ　
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は　
、　
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ど　
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な
風
景
を
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し　
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い　
る　
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「　
水　
の　
一　
滴　
は　
血　
の　
一　
滴　
」　
と　
ま　
で　

い　
わ　
れ　
た　
程　
、　
こ　
の　
地　
で　
水　
は　
貴　
重　
と　

さ　
れ　
て　
い　
た　
。　
わ　
ず　
か　
な　
井　
戸　
水　
の　
湧　

く　
現　
在　
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場　
所　
に　
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が　
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っ　
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の　
は　
お　

よ　
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４　
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前　
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こ　
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山　
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わ　
ら　
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、　
早　
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に　
水　
道　
が　
引　
か　
れ　

た　
の　
は
湧
き
水　
の　
恩
恵
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毎　
年　
１　
月　
28  
日　
、　
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へ
い
な
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門　
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る　
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江　
戸　
時　
代　
は　
村　
に　
寺　
子　
屋　
が　
あ　
り　
、　

お客さまの目線で
お客さまを最優先に

ありがとうの気持ちを込めて


