
お
寺
や

お
宮
か
ら

地
域
の
暮
ら
し
や

歴
史
が
見
え
て

く
る
ん
だ
ね

お
寺
と
お
宮
︑

た
く
さ
ん
あ
る
の
ね
〜

そうじゃよ

鹿のかたちが
地区によって
違っていて
オモシロイ〜

東栄町内には神社やお寺の周辺ほか、
道沿いなどにも石仏や道祖神がたくさん
祀られています。いろんな石仏を探しな
がらポタリングするのもおすすめですよ！

“サングラス石仏”!?ぜひ探してみて！（三ツ石地区）
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イラスト／yamadasan
編集・原稿・撮影／マルカイ

デザイン／山岸美紗
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／東栄町観光まちづくり協会

ドライブスルー
テイクアウト
も受付中！

北設楽北郡東栄町本郷二タ田25-2

TEL/0536-76-1453
営業/11：30～14：00、17：00～20：00（L.O.19：30）
定休日/火・水曜日

テラス席でお食事もテラス席でお食事も

地元の食材と旬の味覚地元の食材と旬の味覚

満天の
星川辺の

自然風景

HPはコチラ⇒

東栄町産
錦爽鶏御膳
東栄町産
錦爽鶏御膳

イチオシイチオシ

住　　所／〒449-0206 愛知県北設楽郡東栄町下田市場54-4
お問合せ／0536-76-1780（水曜定休日）

※本号に掲載されている情報は、2024年1月20日現在のものです。
掲載内容は変更となる場合がございますので、各施設・営業所等の最新情報をご確認ください。

須
佐
之
男
神
社
︵
三
輪
︶

樹
齢
�
�
�
年
以
上
と
さ
れ
る
︑
根
元
で
交
わ
っ
た
�
本
の
杉
﹁
綾
杉
﹂
が
見
事
だ
︒

　
時
代
と
と
も
に
社
会
は
変
わ
り
︑

暮
ら
し
が
変
わ
り
ま
す
︒現
在
︑
東

栄
町
で
は
刻
々
と
高
齢
化
と
そ
れ

に
伴
う
過
疎
化
が
進
ん
で
い
ま
す

が
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
地
域
と
い
う

の
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
辿
っ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
︒そ
ん
な
地
域
の

成
り
立
ち
と
変
遷
を
遡
る
の
に
外

せ
な
い
の
が
︑お
寺
と
お
宮
の
存
在

　
﹁
山
の
講
﹂
は
﹁
山
の
神
﹂
に
山
の
恵
み
へ
の
感
謝
を
伝
え
︑
山

で
の
作
業
の
安
全
を
祈
願
す
る
行
事
︒件
数
は
減
っ
て
き
て
は
い

る
が
全
国
的
な
行
事
で
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
︒東
栄
町
で
も
森
林

組
合
で
旧
暦
の
��
月
�
日
に
行
わ
れ
る
他
︑
各
地
区
ご
と
に
山
関

係
者
が
集
ま
り
︑お
神
酒
︑米
粉
の
団
子
︑
作
物
な
ど
を
供
え
︑
禰

宜
様
に
よ
り
粛
々
と
執
り
行
わ
れ
て
い
る
︒こ
の
日
は
山
に
入
る

こ
と
は
禁
止
だ
︒﹁
何
十
年
︑
何
百
年
と
生
き
て
き
た
木
を
切
ら
せ

て
い
た
だ
く
感
謝
や
︑
危
険
を
伴
う
山
で
の
仕
事
の
無
事
を
願
っ

て
︑
あ
ら
た
ま
っ
た
気
持
ち
で
﹂向
き
合
う
と
い
う
山
の
講
︒代
々

に
渡
っ
て
東
栄
の
地
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
山
に
対
す
る
敬
虔

な
想
い
が
︑
山
と
共
に
あ
る
ま
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
︒

　

東
栄
町
内
で
寺
が
草
創
さ
れ
始
め
た
の
は
︑
室

町
時
代
の
初
め
頃
と
さ
れ
る
︒後
の
��
世
紀
以
降
︑

遠
州
竜
泉
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
寺
も

含
め
︑町
内
の
寺
は
現
在
全
て
曹
洞
宗
︒

　

古
戸
の
普
光
寺
は
室
町
時
代
後
期
�
�
�
�
年

ご
ろ
建
立
さ
れ
た
︒以
来
︑代
々
の
普
光
寺
住
職
は

こ
の
地
域
の
政
・
祭
り
と
も
に
主
導
的
な
役
割
を

担
い
︑ま
た
寺
の
主
導
で
井
水
を
引
き
︑水
田
開
発

も
進
め
た
︒米
農
家
が
増
え
る
と
暮
ら
し
は
安
定

し
︑
戸
数
も
増
え
︑
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
っ
た
︒

普
光
寺
の
裏
山
を
��
人
で
登
記
し
て
共
有
林
と
す

る
な
ど
︑地
区
を
共
同
管
理
し
運
営
し
た
︒

　

昭
和
の
時
代
は
地
歌
舞
伎
が
始
ま
り
︑小
学
校

の
講
堂
で
披
露
す
る
な
ど
賑
わ
っ
た
︒平
成
に
入

り
︑﹁
伝
承
は
地
域
の
力
で
﹂を
主
義
と
し
て﹁
伝

承
教
室
﹂や﹁
古
戸
寺
子
屋
﹂な
ど
︑
子
ど
も
た
ち

に
地
域
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
活
動
も
行
っ
た
︒現

在
も
地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
祭
り
や
神
事
を
受

け
継
ぎ
︑自
分
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
す
こ

と
で
次
の
代
へ
と
地
域
文
化
を
繋
い
で
い
る
︒暮

ら
し
の
中
で
も
︑
ぜ
ん
そ
く
に
効
く
乳
母
神
様︵
八

幡
神
社
︶
や
油
揚
げ
を
お
供
え
す
る
と
失
せ
物
が

見
つ
か
る
稲
荷
様
へ
の
お
参
り
な
ど
︑
日
常
の

所
々
に
時
代
を
経
て
溶
け
込
ん
だ
信
心
が
あ
る
︒

　

１
月
初
め
の
花
祭
に
先
駆
け
た
��
月
第

２
土
曜
︑
古
戸
地
区
の
白
山
山
頂
に
あ
る

神
社
ま
で
登
り
︑
白
山
祭
が
行
わ
れ
る
︒白

山
祭
は
白
山
修
験
信
仰
を
根
源
と
す
る
も

の
だ
︒ま
た
古
戸
に
は
﹁
み
る
め
様
﹂
の
祠

が
あ
り
︑
花
祭
当
日
︑
最
初
に
お
参
り
し
祀

る
神
で
あ
る
︒遠
い
時
代
︑
熊
野
・
伊
勢
か

ら
来
訪
し
た
修
験
者
が
み
る
め
様
を
神
迎

え
・
神
返
し
す
る
神
と
し
て
神
楽
屋
敷
に

祀
っ
た
こ
と
か
ら
花
祭
に
と
っ
て
重
要
な

神
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒

「山の神」と「山の講」コラム1

　
都
会
か
ら
東
栄
に
来
た
人
が
気

付
く
こ
と
の
ひ
と
つ
が
︑
家
の
中

に
並
べ
て
置
か
れ
た
大
き
な
仏
壇

と
神
式
の
祭
壇
だ
ろ
う
︒古
く
か

ら﹁
神
仏
混
淆
﹂︵
神
仏
習
合
と
も
︶

と
し
て
仏
教
と
神
道
を
分
け
ず
︑

両
方
が
混
ざ
っ
た
信
仰
を
様
々
な

風
習
と
共
に
大
事
に
し
て
き
た
暮

ら
し
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
光
景

だ
︒ま
た
︑
葬
式
も
仏
教
だ
け
で
な

く
︑神
道
形
式
で
行
う
家
も
多
い
︒

家の中に並んだ仏壇と神式の祭壇コラム2

白山神社で行う「白山祭」の様子

延福山 普光寺

法雲山 龍洞院

八幡神社 古戸地区
で聞きました

一時間ほど山道を登る

杉などで形どった鹿を弓矢で
射て、田畑を荒らす獣害から
祈りをもって逃れようという
神事。県の無形文化財にも指
定されている。

槻
神
社︵
月
︶

天
王
神
社︵
布
川
︶

諏訪神社（小林）

八幡神社（古戸）

富士修験道の開祖、
役行者様を祀った
江戸時代の石仏も。

龍洞院裏手にあり、四国八十八ケ所の
霊場が巡拝路に沿って祀られている。弘法山

展望台

元
の
別
所
村
か
ら
明
治
15
年

に
現
在
の
本
郷
地
区
へ
移
転

建
立
。江
戸
時
代
に
は
寺
子

屋
が
あ
っ
た
。町
の
中
心
に
あ

り
、商
店
街
が
門
前
町
の
よ
う

に
並
ぶ
。
本
尊
は
釈
迦
牟
尼

仏
。宗
派
は
曹
洞
宗（
東
栄
町

の
寺
院
全
て
）。境
内
裏
手
に

四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
巡
り

が
で
き
る
弘
法
山
が
あ
る
。

弘
法
山（
標
高
約
3
3
0
m
）か

ら
、本
郷
エ
リ
ア
を
見
渡
す
。

森林組合の「山の講」。この後続
いて安全講習会が行われる。

東園目地区の熱田神宮御用林に
祀られた末社、琴瀬山神社でも。

「神仏混淆」で仏教と神道を切
り分けずに、信仰している。

お話を聞いた方 : 東栄町森林組合　原田 浩治さん

本 郷

佐々木経人さん佐々木経人さん

み
る
め
様
の
祠

で
す
︒山
間
の
地
で
い
く
つ
も
の

時
代
を
経
て
︑
賑
や
か
な
る
と
き

も
静
か
な
る
と
き
も
集
落
の
人
々

と
共
に
あ
り
地
区
を
見
守
っ
て
き

た
お
寺
と
お
宮
︒信
仰
の
み
な
ら

ず
︑地
域
の
暮
ら
し
文
化
を
垣
間
見

る
べ
く
訪
れ
て
み
て
も
ま
た
興
味

深
い
も
の
︒今
回
は
そ
ん
な
東
栄

町
の
お
寺
と
お
宮
の
紹
介
で
す
︒

えんぷくざん ふ こうじ

ほううんざん りゅうとういん

はちまんじんじゃ

し
ん
ぶ
つ
こ
ん
こ
う
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2023 年 3月
オープン

2023年 3月
オープン

2023年 4月
オープン

新城市で１０年間営業した後、
東栄町に移転。国産小麦と自
家製酵母でゆっくり作るパンは、
噛みごたえがあり味わい深い。リ
ンゴや栗など季節の果物を使っ
たパンの他、ツボシチューやバジ
ルピザなど時期限定の惣菜パ
ンも楽しめる。ソフト～ハード系
まで様々揃っている。

亡き父親の趣味であった蕎麦打ちを引
き継ぎ独学で始めたところ、近所でも評
判となり、仲間の協力もあって店をオープ
ンした。茨城県産常陸秋そば粉を使い、
香り風味豊かな打ち立て二八蕎麦を販
売する。自家製つゆはザルに合うようほ
んのり甘めで、つゆ付で１食 500円。

神奈川県から移住し、イベント出店で活
動していた瀬頭さん。今年、川のほとりに
実店舗を構えた。「食べるという喜びか
らポジティブな気持ちが生まれるように」
と、鹿や猪といった山の肉や作り手の顔
が見える地の野菜を取り入れ、丁寧にス
パイスをブレンドしたカレーを提供する。

オ
ー
ナ
ー
の

野
澤
尚
希
さ
ん
。

風
や
緑
を
感
じ
な
が

ら
、テ
ラ
ス
席
で
。

生
地
は
も
ち
ろ
ん
、
具
材
に

も
丁
寧
な
こ
だ
わ
り
が
。

瀬頭拓海さん瀬頭拓海さん

お
い
し
い
東
栄
町

楽
し
ん
で

連絡先：

町
内
の
豆
腐
屋
の
お
か
ら
を
使
っ

た
ド
ー
ナ
ツ
は
も
っ
ち
り
濃
厚
。

4月オープン予定の新拠点イメージ。開放的な空間
で、まちの新たな集いスポットを目指す。

料理で伝える人生哲学
地元食材の創作カレー

小麦の味わいしっかり
天然酵母の手作りパン

地元に愛される店を目指して
持ち帰りの手打ち蕎麦を提供

:東栄町三輪市原��
:���-����-���� 
:      @suikoku.soba
: 土・日曜 ��:��~��:��

（蕎麦がなくなり次第終了）

パレタコ食堂

Pole Pole
自家製天然酵母パン

ポ レ ポ レ

すいこく

まちで拾った旬のネタ。伝えたいこんなこと、こんな人

改装プロジェクトの

詳細はこちら

住 所
T E L
S N S  
営 業

:東栄町本郷下前畑��-��
:���-����-���� 
:      @paretaco_vegan
: 日～火曜 ��:��~��:��(L.O.)

住 所
T E L
S N S  
営 業

:東栄町中設楽的場��-�
:����-��-���� 
:火・木・土曜 ��:��~��.��

（パンがなくなり次第終了）

住 所
T E L
営 業↑Tシャツ

   も販売
↑Tシャツ
   も販売

『大人も子どももありのままに
  　　自分らしく生きられる場所』
『大人も子どももありのままに
  　　自分らしく生きられる場所』

伊藤菜穂子さん伊藤奈穂子さん

森のようちえん

かなえ ADVかなえ ADV

奥三河の魅力
もっと広めたい！
奥三河の魅力
もっと広めたい！

okumikawa.morinokobitotachi@gmail.com

見
学
や
体
験
会
も

や
っ
て
ま
す
！

親子組
ようちえん
おさんぽ会

東栄町の自然を舞台
に、幼児たちが自然活
動をしながらのびのび
と過ごせる保育の場。
親子で参加できるプロ
グラムもあり、子育てを
通じて大人も豊かな価
値体験ができますよ。

大型バイクに乗り、ライダー目線で土
地の観光やグルメなど魅力を発信し
ている、かなえさん。９月3日、奥三河
PR 大使として第一回目の「奥三河
おもてなしミーティング」が東栄町で
開催され、集まった人々に東栄町

の魅力をしっかり伝えてくれま
した！

岸かなえさん岸かなえさん

奥三河公式PR大使

（認可外保育施設）

YouTubeアカウント

とうえい温泉にある
花祭の榊鬼像前にて

観光まちづくり
協会前に集合した
バイカー数、ナント

270 人！

https://camp-fire.jp/projects/view/710811

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
協
会
は

2
0
1
7
年
の
立
ち
上
げ
当

初
よ
り
交
流
施
設
「
の
き
山

学
校
」
の
１
室
に
事
務
所
を

構
え
て
き
ま
し
た
。こ
こ
か

ら
、
町
内
外
の
人
た
ち
が

も
っ
と
気
軽
に
立
ち
寄
れ
て

ま
ち
巡
り
の
案
内
を
よ
り
機

能
的
に
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
、

2
0
2
3
年
6
月
ま
ち
の
中
心
部

で
あ
る
新
橋
北
交
差
点
に
位
置
す
る
旧

薬
局
の
空
き
店
舗
に
移
転
。ま
ち
の
案
内
所
で
あ

る
と
と
も
に
、
自
転
車
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
＆
レ
ン
タ

サ
イ
ク
ル
の
拠
点
と
し
て
も
動
き
始
め
ま
し
た
。

　
移
転
後
こ
れ
ま
で
は
、
現
存
す
る
建
物
を
そ
の

ま
ま
活
用
し
て
業
務
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。し
か

し
、元
々
薬
局
だ
っ
た
間
取
り
で
は
、通
常
業
務
ほ

か
、外
部
の
人
々
と
の
会
議
、イ
ベ
ン
ト
な
ど
多
岐

に
渡
る
業
務
を
行
う
の
に
空
間
が
使
い
づ
ら
く
、

ま
た
観
光
協
会
の
事
務
所
と
い
う
だ
け
で
は
な
か

な
か一般
の
お
客
さ
ん
が
立
ち
寄
り
に
く
い
と
い
う

課
題
も
見
え
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
、
よ
り
機
能
的

で
開
放
的
な
空
間
に
す
る
た
め
の
内
装
改
修
を

し
て
、
ま
た
イ
ー
ト
イ
ン
／
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
可

能
な
ド
ー
ナ
ツ
屋
を
併
設
し
て
、
日
常
的
に
気

軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る

べ
く
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
実
施
し
て

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
。

　
新
た
な
拠
点
の
名
称
は
「
ま
ち
の
縁
側
ぽ
た

び
」。ま
ち
が
大
き
な
家
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
場

所
が
ま
ち
の
「
縁
側
」
の
よ
う
な
役
割
と
な
り
、

地
元
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
ち
の
外
か
ら
来

た
人
々
も
気
軽
に
交
流
し
、
つ
な
が
れ
る
場
と

し
て
進
化
し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ド
ー
ナ
ツ
や
コ
ー
ヒ
ー
片
手
に
、
自
転
車
、
徒

歩
、自
動
車
、バ
ス
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル

に
合
っ
た
ま
ち
巡
り
や
ま
ち
歩
き
が
で
き
る
よ

う
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
楽
し
い
縁
側
的
観
光
協
会

を
目
指
し
ま
す
。　

　
改
装
工
事
は
2
0
2
4
年
2
月
末
に
終
了

し
、
4
月
か
ら
ド
ー
ナ
ツ
屋
を
含
め
た
施
設
を

本
格
オ
ー
プ
ン
予
定
。ま
ち
の
情
報
を
聞
き
に
、

ド
ー
ナ
ツ
や
コ
ー
ヒ
ー
を
買
い
に
、お
し
ゃ
べ
り

し
に
、ぜ
ひ
気
軽
に
お
立
ち
寄
く
だ
さ
い
。

新拠点！『まちの縁側ぽたび』が2024年春OPEN

ようちえん入園・
親子組
会員募集中

ようちえん入園・
親子組
会員募集中

森のこびとたち森のこびとたち
奥三河自然子育て 

東栄町観光まちづくり協会

庚申信仰と関係が深い
三匹の猿の姿が灯籠に

杉や檜の大木が聳え立つ中
に静かに鎮座し、主祭神に瀬
織津姫命を祀る。旧社格は郷
社。月花祭に関連する旧弊祭
りなどもここで行われる。

東栄町には五つの熊野神社がある。鎌
倉時代に熊野三山の修験者（及び白山
信仰の修験者とも）が伝えたとされる
花祭と関わりが強く、湯立神事が行わ
れたり、花祭当日に参拝したりする。

安産大神を祀る子安と楽壱王神社（左
奥）。社殿建立は万治元年（���� 年）との
記録が残る。拝殿天井の花鳥図は見応え
あり。

祭神は牛頭天王八王
子と大日如来。建立は
安土桃山時代と古い。
なぜか鳥居が低く、く
ぐるようにして拝殿
に向かう。明神山を仰
ぐ景色も良い。

庚申は猿田彦命、不動明王ほか、熊野
神社は熊野三社権現ほか数柱を祀る。
勧請年月日は不明だが、昭和��年に現
在の場所に遷座した。

と
う
え
い
温
泉
向
か

い
︑金
紫
地
区
の
平
地

に
位
置
す
る
︒本
尊

は
聖
観
世
音
菩
薩
と

釈
迦
牟
尼
仏
︒室
町
時

代
の
永
正
２
年

︵
�
�
�
�
︶に
曹
洞
宗

の
寺
と
し
て

開
山
し
た
︒東

栄
町
の
盆
踊

り
で
今
も
踊

ら
れ
る
民
謡

﹁
さ
ん
さ
﹂は
︑

こ
こ
の
５
代

目
和
尚
に

よ
っ
て
作
ら

れ
た
曲
だ
︒

　

伝
承
に
よ
れ
ば
︑
建
立
は
応
永
２
年︵
�
�
�
�
︶︒

本
尊
は
釈
迦
牟
尼
仏
︒現
在
︑
渡
津
恵
正
和
尚
が
本
郷

の
龍
洞
院
の
住
職
と
し 

て
清
平
寺
の
兼
務
住
職
を
勤

め
る
︒地
域
に
開
か
れ
た
寺
と
し
て
︑
町
民
の
文
化
活

動
の
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
︒見
晴
ら
し
の

良
い
高
台
に
あ
り
︑春
は
桜
が
美
し
い
︒

応
永
２
年︵
�
�
�
�
︶︑深
谷

川
源
に
あ
る
集
落
に
真
言
宗

の
寺
を
開
い
た
の
が
こ
こ
の

始
ま
り
と
い
う
︒天
正
３
年

︵
�
�
�
�
︶に
現
在
の
場
所

に
移
り
︑曹
洞
宗
に
改
宗
さ

れ
た
︒本
尊
は
大
日
如
来
︒寺

の
入
り
口
に
は
六
面
地
蔵
を

は
じ
め
古
い
石
仏
が
並
び
︑

見
応
え
が
あ
る
︒

　

月
・
清
平
寺
と
歴
史
を
共
有
し
︑
応
永
４
年

︵
�
�
�
�
︶に
建
立
︑戦
国
時
代
は
振
る
わ
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
寺
運
を
後
に
遠
州
・
竜
泉
寺
か

ら
の
和
尚
が
立
て
直
し

た
︒本
尊
は
延
命
地
蔵
菩

薩
︒八
幡
神
社
と
粟
代
小

学
校︵
現
在
は
廃
校
︶に

隣
接
し
︑か
つ
て
の
校
庭

を
見
守
る
よ
う
に
建
っ

て
い
る
︒

　

東
園
目
地
区
の
奥
︑
山

深
い
景
勝
の
地
に
あ
り
︑

近
く
に
は
不
動
滝
が
あ
る

こ
と
か
ら
︑寺
名
を
白
布
山

︵
瀑
布
山
と
も
︶

と
い
う
︒本
尊

は
釈
迦
牟
尼
仏
︒

開
創
は
︑永
正

４
年︵
�
�
�
�
︶︑

そ
の
後
︑延
宝

２
年︵
�
�
�
�
︶

火
事
で
焼
失
し

現
在
の
場
所
に

移
っ
た
︒

　

足
込
地
区
の
奥
地
に
あ
り
︑
渓
流
や
山
の
緑
に
囲
ま
れ
て

ま
さ
に
清
浄
の
霊
地
と
い
っ
た
雰
囲
気
漂
う
︒始
ま
り
は
密

教
系
仏
道
の
修
行
道
場
と
し
て
草
創
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る

が
︑
年
月
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒本
尊
は
千
手
観
世
音
菩
薩
︒

寺
内
は
整
備
さ
れ
︑
裏
山
を
巡
っ
て
三
十
三
観
音
を
拝
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

　

祭
神
は
建
御
名

方
命
︒大
杉
が
茂
る

大
森
と
い
う
場
所

で
︑
古
墳
も
あ
る
︒

明
治
��
年
︑
南
宮
明

神
と
諏
訪
明
神
を

合
祀
し
︑
今
の
名
称

と
な
っ
た
︒豊
穣
を

祝
う
秋
の
大
祭
で

は
︑
山
車
や
花
火
で

盛
り
上
が
る
︒

素
戔
嗚
命
︑観
世
音

菩
薩
を
祀
る
︒﹁
天

王
様
﹂と
親
し
ま
れ
︑

か
つ
て
は
こ
の
地

方
の
一
の
宮
だ
っ

た
と
言
わ
れ
る
︒夏

の
大
祭
は
今
で
も

毎
年
︑山
車
や
花
火

で
盛
り
上
が
り
︑地

元
の
大
き
な
楽
し

み
と
な
っ
て
い
る
︒

坐
禅
会
や
御
詠
歌
な
ど

地
域
の
活
動
の
場
に
も

天井絵

庚申信仰

熊野神社と花祭

別所・熊野神社での湯立神事 御園の熊野神社

大
仏
も
あ
る
敷
地
で
は

三
十
三
観
音
巡
り
が
で
き
る

チ
エ
ン
ソ
ー
ア
ー
ト
で

彫
ら
れ
た
仁
王
像
も
あ
る

東
園
目
は
和
太
鼓
集
団

﹁
志
多
ら
﹂の
拠
点
で
も
あ
る

歓喜寺に
隣接する

旧粟代小学校

竜宮伝説のある
「底なしの池」

床に賽銭箱!?

足込地区

上粟代地区

月地区

瀧谷山 慶泉寺

光明山 清平寺

白布山 長泉院

喜運山 長養院

瑞雲山 歓喜寺

深谷山 長泉院

庚申様と熊野神社

諏訪南宮神社

八坂神社

子安様と楽壱王神社
こやすさま　　らくいちおうじんじゃこうしんさま　くまのじんじゃ ずいうんざん か ん き じ

しんこくさん ちょうせんいん

りゅうこくさん  けいせんじ

こうみょうざん   せ い へ いじ

ばくふ ざ ん  ちょうせんいん

きうんざ ん  ちょうよういん

槻 神 社

足込

月

東薗目

金紫

三輪

粟代加賀野別所

月

本郷

八王神社
柿野

市場

奥三河で続く
先祖・精霊供養の盆行事

はねこみ
跳ねるような所作から、

「はねこみ」と呼ばれる念
仏踊りの盆行事。東栄町
では３つの地区の寺で行
われ、それぞれ踊りや進
行などは異なる。本郷地区から神社まで

山車を曳き回す

柿野地区には石仏群があり、
社殿脇の石仏もユニーク

はちおうじんじゃ

やさかじんじゃ

す わなんぐうじんじゃ

つきじんじゃ

す
さ
の
お
の
み
こ
と


