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境内には四季ごとに趣がありますが、雪景色はまた格別です。特に、降る雪にかす

む真っ直ぐで真っ白な杉の巨木はまさに荘厳です。なるほど「素直なる木」か。 

いま大木として立つ杉は、およそ室町時代あたりに根を張ったと推定されます。 

かつては、鳥居からの参道の両脇に立派な杉並木がありました。また、大正 15 年

に石段を造成した折、おそらく幾本かの大木が倒され、それを用材に現在の社務所

が建てられたのでしょう。 

当神社にとって杉の木はかけがえのない「御神木」であり「財産」なのです。  

 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す
。 

 

今
年
は
よ
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
皆
様
と
共

氏
神
の
熱
日
髙
彦
神
社
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

に

 

私
達
は
常
に
大
小
の
繰
返
し
の
中
で
生
き
て
い
ま

す
。
一
日
、
一
月
、
一
年
、
一
生
・
・
・
職
場
や
学

等
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。 

校

 

昨
日
そ
う
だ
っ
た
か
ら
今
日
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思

う
か
ら
、
一
応
は
安
心
し
て
次
の
瞬
間
を
待
つ
こ
と

が
出
来
ま
す
。
と
こ
ろ
が
昨
日
と
同
じ
今
日
は
決
し

て
来
な
い
。
良
か
れ
悪
し
か
れ
き
っ
と
違
い
ま
す
。 

去
年
は
天
候
が
不
順
で
、
殊
に
当
地
の
農
業
に
と

っ
て
大
変
な
年
で
し
た
。
毎
年
春
の
お
祭
に
稲
の
稔

り
が
豊
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
お
祈
り
す
る
の
で
す

が
、
ど
の
様
な
思
し
召
し
か
、
大
変
残
念
な
結
果
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
よ
く
考
え
を
廻
ら
せ

ば
、
こ
れ
は
十
年
前
後
の
周
期
で
巡
っ
て
来
て
い
る

こ
と
も
確
か
な
よ
う
で
、
た
ま
に
は
過
去
を
振
り
返

っ
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
昔
の
記
録
で
は
、
二
、
三
年
続
け
て
気

候
の
変
調
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
す
れ
ば

或
は
今
年
も
か
、
と
い
う
心
構
え
も
必
要
で
す
。 

自
然
の
脅
威
を
撥
ね
退
け
よ
い
年
に
し
た
い
で

す
ね
。 

気
候
だ
け
で
は
な
い
。
予
告
さ
れ
て
い
る
地
震
へ

の
供
え
も
、
県
北
部
の
例
を
教
訓
に
具
体
的
な
対
策

は
是
非
必
要
で
す
。 

昨
年
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、
新
た
な
試
み
を
し
て

今
年
の
農
作
業
を
始
め
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

年
頭
の
挨
拶 

宮
司 

黒 

須 

主 

計 
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      +                        

斎火祭（とんど祭）  
奉納和紙とうろう  

日時 正月十四日（水） 夕刻～午後八時半  
場所 社殿前境内ひろば  
正月飾りや古いお札などをお持ちください。とん

どの火にあたると一年無病息災といわれます。あ

ったかいふるまいでも温まって下さい。 
また、和紙とうろうの奉納を申し受けます。各区

の総代さんにお申し込みください。 
 
〈お願い〉燃やすことにより有害ガスが発生すると思わ

れるものは、はずすか分別してお持ちください。  

歳旦祭（さいたんさい）  

日時 元旦午前 0 時より３０分ほど  
場所 神社々殿  
新年がおだやかでみのり豊かな歳になりますよう、皆でお祈りいた

しましょう。 
どなたでもご参列いただけます。暖かい服装で、時間までにご参集

ください。 
祭典に引き続き、新年のご祈祷をいたします。ご希望の方は事前に

ご連絡、お申し込みください。 

お日待ち（神棚祭）  

正月中、神主が氏子中を訪問し、

神棚祭をご奉仕いたします。ご家

族そろってご参列ください。 
厄祓いなどのご祈願もあわせて

申し受けます。  

お
札
お
守
り
は
新
設
授
与
所
で 

お
参
り
さ

れ
る
方
に
常

に
お
札
や
お

守
り
を
授
与

で
き
る
よ
う
、

本

殿

前

に

「
授
与
所
」

を
設
け
ま
し

た
。 か

ね

て

よ

り
社
殿
の
近

く
に
お
札
や

お
守
り
を
授

与
で
き
る
施

設
が
ほ
し
い

た
び
仙
台
の
大
崎
八
幡
宮
の
ご
好
意
で
覆
殿

（
お
宮
を
覆
う
建
物
）
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
、
こ
れ
を
当
面
授
与
所
に
改
装
し
て
使
用
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
一
間
四
方
の
小
規

模
な
建
物
で
す
が
、
檜
作
り
、
銅
版
葺
き
の
本

格
的
な
も
の
で
す
。
難
し
い
運
搬
か
ら
設
置
、

改
装
ま
で
総
代
並
び
に
佐
善
工
務
店
の
ご
協

力
を
頂
き
ま
し
た
。 

初
詣

と
思
案
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の

や
と
ん
ど
祭
に
、
よ
り
良
い
受
け
入
れ

態

 

勢
が
と
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

大
崎
八
幡
宮
よ
り

覆
お
お
い

殿 で
ん

を
移
築 

トラックで八幡様から運び出される覆殿  



神
社
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
家
で
お
正
月
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

歳
の
瀬
が
近
く
な
る
と
、
「
喪
中
に
つ
き
賀
状
を

ご

、

す

。 、

そ

」

 

音
曲
を
控

え

 

ど
れ
く
ら
い
続
く
か
個
人

差

 

み
籠
る
こ
と
に
な

る

 

ら

い

ど

 

喪
家
（
葬
を
出
し
た
家
）

で

だ
、

 

合
、
当
家
で
は
早
速

松

 

ぞ
れ
の

年

 

す
よ

う

も

 

い
人
や
、
こ
れ
を

否

 
遠
慮
し
ま
す
。
」
と
い
う
は
が
き
が
何
通
か
着
い
て

「
あ
あ
、
あ
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
だ
。
」
と
、
慌

て
て
お
便
り
し
た
り
す
る
一
方
で
、「
そ
れ
で
は
う
ち

の
お
ば
様
が
三
月
に
亡
く
な
っ
た
の
で
ど
う
し
よ

う
。
」
な
ど
と
い
う
話
に
な
る
よ
う
で

。
こ
の
手
の

問
い
合
わ
せ
が
、
毎
年
神
社
の
方
に
必
ず
あ
り
ま
す

 

人
間
に
と
っ
て
死
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
無
く

う
い
う
恐
ろ
し
い
こ
と
に
身
や
心
が
染
ま
っ
て
い

る
状
態
を
穢
れ
と
言
い
ま
す
。
日
頃
お
世
話
に
な
っ

た
大
切
な
方
を
悼
む
と
同
時
に
、
こ
れ
に
連
動
し
た

く
な
い
と
言
う
、
は
ば
か
る
心
が
働
き
ま
す
。
そ
こ

で
、
そ
の
家
で
は
「
し
ば
ら
く
の
間
皆
様
と
常
日
頃

の
お
付
き
合
い
を
ご
遠
慮
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
い
う
意
味
で
「
忌
中
」
の
札
を
門
口
に
下
げ
て
忌

み
籠
る
慣
わ
し
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

 

そ
の
間
に
懇
ろ
に
一
心
に
弔
い
、
歌
舞

て
、
御
霊
が
早
く
浄
化
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
す
る

の
で
す
。
御
霊
が
浄
化
す
る
と
同
時
に
遺
家
族
も
汚

れ
が
薄
ら
い
で
き
ま
す
。

 

悲
し
み
や
恐
れ
の
心
が

が
あ
り
ま
す
。
地
区
や
職
場
な
ど
社
会
生
活
を
営

ん
で
い
れ
ば
、
そ
の
個
人
差
は
障
害
に
な
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
そ
の
目
安
が
成
文
、
不
文

な
ど
で
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
忌

の
で
し
ょ
う
か
。
国
と
し
て
唯
一
の
太
政
官
布
告

に
よ
る
と
、
そ
の
家
族
で
五
十
日
間
、
当
地
の
慣
わ

し
で
四
十
九
日
に
相
当
し
ま
す
。
ど
ん
な
血
の
つ
な

が
り
が
在
ろ
う
と
こ
れ
が
最
高
で
、
別
居
の
親
族
で

父
母
が
三
十
日
、
祖
父
母
で
二
十
日
間
が
多
い
方
、

そ
こ
で
「
忌
明
け
」
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
が

今
日
の
生
活
に
な
じ
ん
で
い
る
か
と
言
う
と
問
題
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
家
の
皆
が
職
場
に
行
か
ず
ラ
ジ
オ

も
テ
レ
ビ
も
見
な
い
生
活
が
五
十
日
も
続
い
た
な
ら

ば
、
そ
れ
こ
そ
生
き
残
っ
た
方
が
危
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
忌
明
け
に
な
っ
た
か

と

っ
て
、
ど
ん

ん
公
の
中
に
出
て
歌
舞
音
曲
を
楽
し
む
姿
も
情
け

な
い
。
や
は
り
身
を
慎
み
な
が
ら
も
、
悲
し
み
の
心

を
こ
ら
え
て
常
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
期
間
が
あ
り
、

こ
れ
を
「
服
喪
」
と
い
っ
て
、
そ
の
状
態
あ
る
こ
と

を
「
喪
中
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
を
一
年
と
す
る
慣

わ
し
が
あ
っ
て
、「
喪
中
に
よ
り
：
：
」
と
い
う
表
現

が
な
さ
れ
る
の
で
す
が
、
も
し
言
葉
ど
お
り
受
け
取

れ
ば
、
一
年
間
は
友
達
の
結
婚
式
に
も
忘
年
会
、
新

年
会
に
も
、「
喪
中
に
よ
り
」
欠
席
さ
せ
て
戴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

さ
て
因
み
に
、
当
地
で
は

も
五
十
日
の
「
忌
明
け
」
を
過
ぎ
る
と
旧
暦
や
正

月
十
五
日
、
或
は
節
分
の
日
等
を
選
ん
で
密
か
に
慎

ま
し
く
お
年
取
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
際
神
主
を
頼

ん
で
祓
い
を
す
る
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た

こ
の
と
き
だ
け
は
神
棚
と
屋
敷
回
り
だ
け
に
し
て
、

氏
神
様
ま
で
は
、
喪
中
に
つ
き
或
は
控
え
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
重
い
親
族
の
場
合
は
五
日
、
或
は
七
日

単
位
で
遅
ら
せ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
家
の
一
人
だ

け
が
関
る
よ
う
な
場
合
、
当
人
は
手
を
出
さ
な
い
で

お
年
取
り
を
し
た
よ
う
で
す
。

松
の
内
に
不
幸
に
あ
っ
た
場

飾
り
を
外
し
て
送
り
、
重
い
親
族
の
場
合
だ
け
門

松
の
片
方
を
倒
し
て
弔
意
を
表
し
ま
し
た
。

そ
の
家
に
と
っ
て
年
迎
え
は
、
家
族
そ
れ

魂
と
稲
霊
様
を
迎
え
る
こ
と
な
の
で
、
ど
う
し
て

も
欠
か
せ
な
い
最
も
厳
粛
な
祭
り
な
の
で
す
。

今
年
は
去
年
と
違
っ
て
よ
い
年
で
あ
り
ま

に
、
密
か
で
は
あ
っ
て

、
よ
り
敬
虔
な
祭
り
と

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
で
「
穢
れ
」
を
気
に
し
な

定
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
相
手
が
気
に
し
て
い
る

こ
と
を
お
互
い
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。
「
穢
れ
」

の
心
は
、
自
分
を
慎
み
、
相
手
を
思
い
や
る
日
本
人

の
優
し
さ
に
よ
る
こ
だ
わ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
こ
だ
わ
り
も
度
が
過
ぎ
る
と
障
り
に
な
る
こ
と
も

あ
り
う
る
の
で
す
。 

社 

頭 

暦

一

一
日 

歳

 

初
詣 

一

の
日 

と
ん
ど
祭
）
灯
籠 

 
 

 

二
月

次
祭 

 

一

念
の
日 

 

三
月

次
祭 

〇
日 

春
分
祖
霊
祭 
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三
日 

ひ
な
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三
日 

節
分
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七
日 

七
草 

 

月 

元
旦 

旦
祭

 

一
日 

弥
生
月

 

一
日 

如
月
月

一
七
日 

祈
年
祭

一
五
日 

小
正
月 

一
四
日 

斎
火
祭
（

二
日 

成
人

一
日 

建
国
記
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れ

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
新
嘗
祭
に
併
せ
て
感
謝
状
伝
達
式
が
行
わ
れ
た
。
四
区
佐

久
間
孝
治
郎
氏
は
長
年
手
製
の
箒
を
奉
納
さ
れ
、
境
内
整
備

に
寄
与
さ
れ
た
。
二
区
富
田
正
氏
は
有
志
協
力
者
と
し
て
夏

祭
に
は
生
ビ
ー
ル
を
提
供
さ
れ
て
い
る
。
電
気
整
備
で
も
奉

仕
い
た
だ
い
て
い
る
。
四
区
小
形
一
夫
氏
は
春
祭
に
樽
酒
を

奉
納
さ
れ
、
参
拝
者
や
神
輿
担
奉
仕
者
へ
振
舞
わ
れ
喜
ば
れ

て
い
る
。 

祭
典
に
華
を
添
え
る
巫
女
舞
。
小
学
六
年
生
四
人
娘
、

佐
藤
真
由
美
さ
ん
（
父
雅
那
さ
ん
一
区
）
星
友
香
里
さ
ん

（
父
晋
一
さ
ん
五
区
）
笠
松
美
咲
さ
ん
（
父
英
明
さ
ん
八

区
）
星
い
づ
み
さ
ん
（
父
智
宏
さ
ん
五
区
）
。
先
輩
た
ち

の
姿
に
あ
こ
が
れ
、
自
か
ら
希
望
し
て
四
ヶ
月
間
巫
女
舞

の
練
習
を
し
て
き
た
。
息
の
合
っ
た
奉
奏
だ
っ
た
。  

 

輿が日ー人酒睦

挿
し
木
苗
と
し
て
大
量
に
利
用
さ
れ
る
。 
は切認良しにど
 

十
一
月
十
六
日
、
神

担
ぎ
奉
仕
者
懇
話
会

開
催
さ
れ
た
。
小
春

和
の
中
、
芋
煮
や
バ

ベ
キ
ュ
ー
、
某
世
話

が
持
ち
寄
っ
た
○
○

に
舌
鼓
を
打
ち
、
親

深
を
め
た
。
参
加
者

「
平
日
の
来
年
が
大

」
と
い
う
意
識
を
確

し
あ
っ
た
。
元
気
の

い

中

学

生

も

参

加

、「
中
学
生
も
担
ぐ
様

し
て
は
ど
う
か
」
な

の
声
も
あ
が
っ
た
。 

となは醸

 

各

    
はのト本特た時が低元因い（し
お
日
髙
さ
ん
の
自
然
⑧ 

「
ス
ギ
の
木
」 

熱
日
髙
彦
神
社
境
内
林
の
代
表
樹
木
は
「
ス
ギ
」
で
あ
る
。 

「
ス
ギ
」
の
語
源
は
、「
素
直
（
す
ぐ
）
な
る
木
」
で
あ
り
、
若
木
の

き
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
樹
形
を
作
る
。
老
木
に

る
と
荘
厳
な
感
じ
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
昔
か
ら
神
社
や
寺
院
に

よ
く
植
え
ら
れ
、
ご
神
木
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
神
格
性
や
神
秘
性
を

し
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。 

弘
法
大
師
・
空
海
の
杖
か
ら
芽
生
え
た
と
さ
れ
る
「
逆
さ
杉
」
な
ど
、

地
に
「
ス
ギ
」
に
ま
つ
わ
る
言
伝
え
が
あ
る
が
、「
逆
さ
杉
」
の
伝
承

「
ア
シ
ウ
ス
ギ
」
（
注
）
の
系
統
か
も
知
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
一
の
高
木
は
五
八
メ
ー
ト
ル
の
秋
田
県
二
ツ
井
町
の
も

で
、
一
番
太
い
の
は
高
知
県
大
豊
町
の
も
の
で
幹
周
り
は
一
五
メ
ー

ル
で
あ
る
。 

「
ス
ギ
」
は
、
奈
良
時
代
以
前
か
ら
植
栽
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
日

人
の
生
活
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
樹
木
で
あ
っ
た
。
そ
の

徴
を
生
か
し
材
は
家
屋
建
築
や
家
具
の
製
作
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き

。
樹
皮
は
屋
根
葺
き
の
材
料
に
、
枝
葉
は
線
香
の
原
料
と
な
る
。
同

に
、
品
種
改
良
も
盛
ん
に
行
わ
れ
色
々
な
品
種
も
作
ら
れ
て
き
た
。 

第
二
次
世
界
大
戦
後
「
拡
大
造
林
」
政
策
に
そ
っ
て
広
大
な
人
工
林

造
成
さ
れ
た
が
、
円
高
や
労
働
力
の
高
齢
化
な
ど
に
伴
っ
て
林
業
が

迷
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
国
民
一
人
一
人
の
課
題
で
あ
ろ
う
。 

や
が
て
、
開
花
の
時
期
を
迎
え
る
と
花
粉
の
飛
散
に
よ
り
花
粉
症
の

凶
と
し
て
世
間
を
騒
が
せ
る
が
、
そ
の
人
工
林
は
地
球
温
暖
化
の
原

と
さ
れ
る
炭
酸
ガ
ス
を
固
定
す
る
高
い
機
能
が
あ
る
事
も
わ
か
っ
て

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
文
／
小
島
和
夫
氏
）

注
）
日
本
海
側
に
生
育
し
、
雪
の
重
さ
な
ど
に
も
折
れ
に
く
く
着
地

た
部
分
か
ら
発
根
し
や
す
い
ス
ギ
の
変
種
（
ウ
ラ
ス
ギ
と
も
い
う
）
。


