
R56

国安川

住吉神社

14：30頃
餅まき

15：30頃
おねり
解散

16：00頃
御旅所神事

←宇和島

JR伊予吉田駅

伊予銀行

桜橋

宇
和
島

信
用
金
庫R56

13：00
おねり
再出発

11：00
おねり
出発

5：00
卯之刻
相撲
7：30頃
鹿の子立間川

八幡神社

松山→
愛
媛
銀
行

吉
田
三
間
商
工
会

　
　
　
吉
田
支
所

交番

吉田
病院 吉田

高校

オレンジ荘

本丁通り桜丁
神輿
8：10
宮出し

18：00頃
宮入り

【 JR 】

【 車 】

JR松山駅～伊予吉田駅

松山自動車道ー大洲道路（無料区間）ー三間IC
三間ICを出て約11km

【文化財指定に関する問合先】 宇和島市教育委員会 文化・スポーツ課 q0895-24-1111（代表）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1時間15分

・・・・・・・・・・・約1時間15分

　吉田秋祭の神幸行事（愛媛県指定無

形民俗文化財）は宇和島市吉田町立間

に位置する八幡神社のほか吉田町の

中心部で行われています。

　現在、この行事は毎年11月2日と3

日に行われ、八幡神社での例祭（2日）

に始まり、伊勢踊りの奉納、翌3日には

卯之刻相撲の奉納、神輿の蔵出しが行

われ、躍動感あふれる鹿の子の舞い、勇壮な牛鬼、楠木正成・

太閤秀吉・武内宿禰らの人形を載せた屋台（「山車」又は「練車」

とも呼ばれる）を曳いて町内を練り歩く「おねり（「お邌り」、

「お練り」とも表記）」と続きます。　おねり行列には、様々な練

物が多数登場し、祭り当日は老若男女を問わず町は大いに賑

わいます。

　江戸時代からの町人による氏子主体の祭礼組織が現在に

まで維持されていること、江戸時代の吉田藩士らが参加した

「御用練り」なども行われており、典型的な江戸時代の大名祭

りともいえる都市祭礼が継承されていることが、民俗文化財と

して非常に高く評価されています。

　また、「牛鬼」や「鹿踊り」といっ

た南予独特の祭礼文化の特徴を兼

ね備え、この地域を代表する祭礼

であるという特色も有しています。

八
幡
神
社
で
の
伊
勢
踊
り
や
卯
之
刻
相
撲
な
ど
の
行
事
に
は
じ
ま
り

古
く
か
ら
の
町
割
り
や
面
影
が
色
濃
く
残
る

吉
田
陣
屋
町
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

祭
礼
絵
巻
さ
な
が
ら
の
お
ね
り
行
列

鹿
の
子
が
舞
い
踊
り

牛
鬼
や
練
車
、御
船
、宝
多
な
ど
が
練
り
歩
く

時
代
を
越
え
て
、今
な
お
残
る
貴
重
な
無
形
民
俗
文
化
財

そ
れ
が
「
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
」

近
世
後
期
か
ら
現
代
ま
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
祭
礼
行
事

吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事

平
成
30
年
2
月
20
日
指
定

よ
し

だ

あ
き

し
ん

こ
う

ぎ
ょ
う

じ

ま
つ
り

愛
媛
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

11
月
3
日

11
月
2
日（
例
祭
）

吉田秋祭保存団体協議会

アクセスACCESS

（
御
幸
祭
）

たけのうちのすくね ねりぐるまやたい だ　し

吉田秋祭の神幸行事のあらまし

※各時刻は平成30年度の予定時刻です。※筆字：中澤 京苑

魚棚

本町

裏町

松山市

宇和島市

吉田町

愛媛県



吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
の
主
な
行
事
や
練
物

　

11
月
3
日
の
早
朝
5
時
よ
り
神
輿
へ
の
神
霊
奉
遷
に
先
立
っ

て
神
前
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。こ
れ
を「
卯
之
刻
相
撲
」と
称
し
て

い
ま
す
。

　

行
司
の
掛
け
声
で
互
い
に
見
合
い
、「
は
っ
け
よ
い
」の
声
で

立
ち
上
が
り
、取
組
を
開
始
し
ま
す
。小
結
、関
脇
と
も
に
二
回

ず
つ
取
組
が
あ
り
ま
す
が
、行
司
の「
相
撲
の
は
な
じ
ゃ
、相
撲

の
は
な
じ
ゃ
」の
掛
け
声
で
、取
組
は
全
て
引
き
分
け
と
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、最
後
の
大
関
の
取
組
は
、二
度
目
の
取
組
の
途
中
で
、

行
司
が
東
西
の
力
士
の
背
中
を
押
さ
え
て
止
め
に
入
り
、「
ご

名
人
ご
名
人
、こ
の
相
撲
明
年
ま
で
行
司
預
か
り
と
い
た
す
」

の
口
上
で
勝
負
な
し
と
な
り
全
て
の
取
組
を
終
了
し
ま
す
。

卯
之
刻
相
撲

う

の

こ
く

ず

も
う

八
幡
宝
多

は
ち

ま
ん

ぼ

た

四
ツ
太
鼓

よ

つ

だ
い

こ

　

吉
田
の
四
ツ
太
鼓
は
、本
来
は
太
鼓
舁
山
で

あ
っ
た
た
め
、二
本
の
担
ぎ
棒
が
今
で
も
残
さ
れ

て
い
ま
す
。太
鼓
を
据
え
つ
け
、勾
欄
の
つ
い
た

張
り
出
し
が
四
方
を
め
ぐ
り
、四
本
柱
に
む
く

り
破
風
の
屋
根
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　

4
人
の
男
児
が
四
方
の
張
り
出
し
部
に
乗
り
、

「
よ
ー
い
や
っ
せ
」と
掛
け
声
を
か
け
な
が
ら
太

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。そ
の
た
め
、地
元
で
は

こ
の
四
ツ
太
鼓
を「
よ
い
や
っ
せ
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

　

宝
多（
ホ
タ
）は
大
き
な
頭
こ
そ
印
象
的
で
あ

り
ま
す
が
、そ
の
一
方
で
通
常
の
天
狗
や
鬼
と
い

っ
た
仮
面
の
仮
装
者
と
ち
が
っ
て
、大
き
な
頭
の

下
は
胴
体
の
布
だ
け
が
あ
っ
て
両
手
が
な
く（
出

て
お
ら
ず
）、そ
の
下
に
足
だ
け
が
見
え
る
独
特

の
風
貌
で
す
。

　

観
衆
に
絡
む
よ
う
に
暴
れ
て
ま
わ
り
、一
定
の

広
さ
を
確
保
し
て
神
輿
の
入
る
場
所
を
清
め
払

い
ま
す
。ま
た
そ
の
間
に
子
供
た
ち
の
頭
を
噛
む

よ
う
な
仕
草
で
、健
康
を
祈
願
す
る
た
め
、幼
い

子
供
連
れ
の
親
子
が
宝
多
に
噛
ん
で
も
ら
お
う

と
、宝
多
の
周
り
は
大
い
に
賑
わ
い
ま
す
。

　

練
車
人
形
の
一
つ
で
あ
る
恵
比
寿
を
除
い
た
六

福
神
の
面
や
装
束
を
着
た
子
供
達
が
、恵
比
寿
を

乗
せ
た
練
車
と
と
も
に
練
り
歩
き
ま
す
。

　

祭
礼
絵
巻
さ
な
が
ら
に
、裃
や
羽
織
袴
を
着
用

し
た
侍
が
行
列
の
先
頭
を
歩
き
ま
す
。

　

鹿
の
子
は
、演
者
1
名
が
1
頭
の
鹿
に
扮
す
る
い
わ
ゆ

る
一
人
立
ち（
一
般
的
な
獅
子
舞
に
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
、

演
者
2
名
で
1
頭
の
獅
子
に
扮
す
る
二
人
立
ち
で
は
な

い
）で
、7
名
の
鹿
役
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
お
り
、「
七
ツ

鹿
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
東
北
地
方
か
ら
伝
播
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ

確
実
な
南
予
地
域
の
鹿
踊
り
で
す
が
、時
代
と
と
も
に
当

初
の
形
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
事
例
も
あ
る
中
、立
間
の
鹿

踊
り
は
特
徴
的
な
要
素
は
あ
ま
り
変
わ
る
こ
と
な
く
伝

承
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

練
車
の
構
造
は
、
屋
根
付
き
二
階
建
て
四
輪
の
曳

山
で
す
。
上
段
は
高
欄
を
巡
ら
せ
て
人
形
を
載
せ
る

「
人
形
屋
台
」
で
、
下
段
に
三
味
線
、
太
鼓
、
鉦
な

ど
の
囃
子
方
が
乗
り
込
み
ま
す
。

　

な
お
、
練
車
の
懸
装
品
（
け
そ
う
ひ
ん
）
と
し
て

様
々
な
部
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
幕
が
あ
り
ま
す

が
、
祭
礼
絵
巻
さ
な
が
ら
の
絢
爛
豪
華
な
幕
で
装
飾

さ
れ
た
練
車
は
、
お
ね
り
行
列
の
中
で
も
一
際
目
立

つ
練
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、各
地
区
の
人
形
は
、関
羽
や
武
内
宿
禰
、楠

木
正
成
、八
幡
太
郎
義
家
、太
閤
秀
吉
、恵
比
寿
と
様

々
で
あ
り
、そ
の
装
束
や
持
ち
物
も
当
時
に
近
い
姿

を
今
に
残
し
て
い
ま
す
。

　

吉
田
藩
主
の
御
座
船「
八
幡
丸
」を
モ
デ
ル
と

し
て
お
り
、周
囲
の
幕
に
は
伊
達
家
の
家
紋
が
付

け
ら
れ
て
い
る
豪
華
な
和
船
で
す
。

　

神
輿
は
、祭
神
の
応
神
天
皇
、比
売
大
神（
ひ
め

お
お
み
か
み
）、神
功
皇
后
の
三
体
が
渡
御
し
、

一
番
神
輿（
松
）、二
番
神
輿（
竹
）、三
番
神
輿（
梅
）

と
区
分
さ
れ
ま
す
。

11
月
2
日
の
例
祭
後
、1
名
が
太
鼓
を
演
奏
し
、

12
名
の
踊
り
手
は
太
鼓
に
合
わ
せ
て
唄
い
な
が
ら

足
を
交
互
に
出
し
て
調
子
を
取
り
ま
す
。

﹇
猿
田
彦
﹈

　

日
本
神
話
の
中
で
は
、天
孫
降
臨
の
際
に
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
猿
田
彦
命（
さ
る
た
ひ
こ
の

み
こ
と
）に
扮
し
、一
本
下
駄
を
履
き
、帽
子
を
か

ぶ
っ
た
姿
は
2
ｍ
を
超
え
ま
す
。

﹇
御
神
餅
﹈

　

祭
礼
絵
巻
の
中
で
は
、鯛
や
大
き
な
鏡
餅
の
造

り
物
を
そ
れ
ぞ
れ
二
人
で
担
い
で
い
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
ま
す
が
、練
車
と
書
か
れ
て
い
る
史

料
も
あ
り
、江
戸
期
に
も
練
車
に
乗
せ
て
い
た
時

期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、大
き
な
鏡
餅
と
懸
け
鯛
を
乗
せ
た

練
車
と
と
も
に
、お
ね
り
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

鹿
の
子

し
か

こ

牛
　
鬼

う
し

お
に

練
　
車

ね
り

ぐ
る
ま

神
　
輿

み

こ
し

御
　
船
　

お

ふ
ね

御
用
練
　

ご

ね
り

よ
う

　

八
幡
宝
多
と
は
異
な

り
、頭
か
ら
被
る
こ
と
は

な
く
、宝
多
を
片
手
に
持

ち
、も
う
片
方
の
手
で
口

を
開
閉
さ
せ
ま
す
。

　

宵
宮（
2
日
）と
翌
日
、

白
装
束
を
着
た
子
供
達

が
家
々
を
訪
ね
歩
く
ほ

か
、お
ね
り
に
も
参
加
し

ま
す
。 宵

宮
宝
多

よ
い

み
や

ほ

た

猿
田
彦
・
御
神
餅

さ
る

た

ひ
こ

ご

し
ん

ぺ
い

　

牛
鬼
は
元
町
、鶴
間
、浅
川
の
輪
番
制
で
出
し
て
お

り
、各
地
区
は
3
年
に
一
度
、祭
り
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
3
地
区
は
、江
戸
時
代
の
初
め

に
伊
達
家
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
武
家
の
家
中

町
や
本
町
、魚
棚
、裡
町
と
い
っ
た
町
人
町
が
形
成
さ

れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
立
間
尻（
た
ち
ま
じ
り
）と
呼
ば

れ
る
地
域
で
す
。

　

八
幡
神
社
の
あ
る
立
間
の
者
は
神
輿
を
担
ぎ
、そ
の

先
導
役
と
言
う
べ
き
牛
鬼
は
、吉
田
藩
成
立
以
前
か
ら

農
業
や
漁
業
で
生
計
を
た
て
て
い
た
立
間
尻
の
者
が

担
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

七
福
神

し
ち

ふ
く

じ
ん

伊
勢
踊
り

い

せ

お
ど

本町1丁目／関羽裏町1丁目／武内宿禰裏町2丁目／楠木正成魚棚2丁目／太閤秀吉魚棚2丁目／宝多 魚棚1丁目／八幡太郎義家魚棚3丁目／恵比寿

全長約9m、幅約20cmの着色絵巻です。

吉田藩士の利根翠塢が1917（大正6）年に描いたものですが、

1835（天保6）年の絵巻を写したものと言われています。

吉田祭札絵巻（利根翠塢模写本）
すい う

※一部加工




