
日
枝
神
社
例
大
祭
が
、
10
月
15
日
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
例
大
祭
は
、
毎
年
10
月
の
日
曜

日
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
正
式
に
は
10
月
15

日
と
定
め
ら
れ
て
い
て
、
今
年
は
平
成
18
年

以
来
の
当
た
り
日(

10
月
15
日)

の
祭
典
と
な

り
ま
し
た
。
当
日
は
、
小
雨
の
舞
う
あ
い
に

く
の
空
模
様
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も

多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ
き
、
も
ち
ま
き
や

大
抽
選
会
な
ど
、
例
年
と
変
わ
ら
ぬ
賑
わ
い

を
見
せ
ま
し
た
。
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函南町柏谷１番地。これが日枝神社の住所、
つまり鎮座地です。柏谷区内には太古の暮ら
しを伝える国定「柏谷横穴古墳群」がありますが、神
社付近から平井原方面に向けては縄文式土器、弥生式
土器、住居跡などが散在する地域となっています。柏
谷を中心として、かなりの規模の大集落が構成されて
いた事が推察されます。人が生活を落ち着かせ、集落
（ムラ）を作る時には必ずその要に祭祀の場がありま
した。ですから柏谷のムラづくりは日枝神社から始まっ
たと考えることができます。さて、日枝神社の歴史は
古く、「延喜式（927年）」「三代実録（901年）」に
記されている卜部宿禰平麻呂(うらべのすくねひらま
ろ)がこの地に住み、日枝神社に参籠して亀卜(きぼく)
を行ったと伝えられています。亀卜とは、亀の甲羅を
焼いて行う占いの事です。社殿の改築も度々行われた
と考えられますが、棟札としては寛永18年12月（1641
年）のものが保存されています。御祭神は大山咋命
(おおやまくいのみこと)。名前の「くい」は杭の事で、
大山に杭を打つ神、すなわち大きな山の所有者の神を
意味し、山の地主神であり、農耕、治水を司る神とさ
れています。ここで一つ、大山咋命に関するロマンス
を古事記・日本書紀から一部分ご紹介しましょう。大
山咋命が山へ狩りに出かけた時のこと。獲物に向けて
放ったはずの矢がはずれ、小川に落ちて流れて行って
しまいました。その矢を下流で拾ったのが縦玉依比売

命(たてたまよりひめのみこと)。そ
れはそれは美しく立派な丹塗りの矢
だったので、寝所に飾っていつも眺
めていると、いつの間にかご懐妊し
てしまいました。実はこれは大山咋
命が矢に化身していたからでして…。
古事記・日本書紀の神代の時代はファ

ンタジックに書かれていますから、読み手も想像力を
働かせる事が必要です。ということで、この神話にあ
やかり、縁結びの神としても崇められています。夫婦
和合、安産、商売繁盛、家内安全、などのご利益があ
ります。日枝神社社
殿内に入っていただ
きますと、正面に木
彫りの桃を持った猿
がみられますが、猿
は大山咋命の使いで
あり、「まさる」と
呼ばれて信仰されて
おります。桃は不老長寿のシンボルで邪気を払う力が
あるとされています。他の神社の多くは、猿ではなく、
龍や獏、像、獅子などが施されています。因みに、象
と獏は非常に似ているのですが、一説によりますと獏
の方が鼻が短く、耳も小さく、体毛がカールしている

そうです。こんな視点から
も神社参拝をお楽しみいた
だければ、と思っておりま
す。

〔日枝神社宮司
泉明寺みずほ〕

泉明寺宮司の

日枝神社のお話

日
枝
神
社
例
大
祭

30
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い

る
厳
島
神
社
中
祭(

30
年
祭)

が
、
平
成
30
年
３
月
11
日(

日)

に
挙
行
さ
れ
ま
す
。

厳
島
神
社
30
年
祭
実
行
委

員
会
で
は
、
会
合
を
重
ね
て
中
祭
の
準
備

を
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
の

結
果
、
毎
年
行
っ
て
い
る
神
事
に
加
え
、

次
の
よ
う
な
催
し
物
を
行
う
予
定
で
す
。

一

稚
児
舞(

ち
ご
ま
い)

二

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
開
封

三

し
ゃ
ぎ
り
競
演

四

も
ち
ま
き

そ
の
他
に
、
各
種
団
体
に
よ
る
飲
食
や

ゲ
ー
ム
な
ど
の
出
店
も
行
う
予
定
で
す
。

区
民
の
皆
様
！

来
年
の
３
月
11
日
、
厳

島
神
社
30
年
祭
を
お
楽
し
み
に
！

な
お
、
30
年
祭
と
同
時
に

行
う
予
定
で
し
た
函
南
町
役

場
主
催
の
「
百
穴
祭
り(

仮

称)

」
は
、
開
催
時
期
等
の

関
係
か
ら
、
今
回
は
開
催
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

厳
島
神
社
30
年
祭

平
成
30
年
３
月
11
日(

日)

挙
行

社殿内の「桃を持った猿」

稚児舞 （今宮神社）

もちまき

恒例の大抽選会
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「
し
ゃ
ぎ
り
」
の
歴
史
は
古
く
、
発
祥
は
遠

く
16
世
紀
の
戦
国
時
代
の
頃
ま
で
遡
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
三
島
を
中
心
と
し
た
伊
豆

地
方
の
伝
統
芸
能
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
し
ゃ

ぎ
り
」
に
つ
い
て
は
、
三
島
宮
（
三
島
大
社
）

に
伝
わ
る
古
文
書
に
も
、
そ
の
記
録
が
残
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

柏
谷
の
し
ゃ
ぎ
り
は
、
大
正
か
ら
昭
和
の

は
じ
め
こ
ろ
ま
で
は
、
当
時
の
青
年
団
の
活

動
と
し
て
、
神
社
祭
典
等
で
演
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
昭
和
11
年
、
不
慮
の
火
災
の
た

め
柏
谷
会
館
が
全
焼
し
、
会
館
に
保
管
し
て

あ
っ
た
し
ゃ
ぎ
り
の
道
具
一
式
が
焼
失
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
以
後
、
戦
争
と
い
う
当
時

の
世
相
と
相
ま
っ
て
、
約
半
世
紀
の
長
き
に

わ
た
り
断
絶
状
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
断
絶
し
て
か
ら
48

年
後
の
昭
和
58
年
の
こ
と
で
し
た
。
日
枝
神

社
の
祭
典
に
間
宮
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会
の
方
々

を
招
い
て
、
お
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
も
ら
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
演
奏
だ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
柏
谷
に
、
ま
た
し
ゃ

ぎ
り
を
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
が

皆
の
心
に
湧
き
上
が
り
、
つ
い
に
昭
和
59
年
、

柏
谷
区
組
長
会
に
て
し
ゃ
ぎ
り
の
復
活
が
決

議
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
楽
器
は
、
区
民
の
方
々

の
寄
付
金
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。

今
で
も
当
時
の
「
し
ゃ
ぎ
り
復
活
」
ま
で
の

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
順
調
に
活
動
を
続
け
て
い
た
の
で

す
が
、
平
成
27
年
、
し
ゃ
ぎ
り
の
活
動
を
し

て
い
く
た
め
の
メ
ン
バ
ー
が
激
減
し
、
演
奏

も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
年
の
日
枝
神
社
例
大
祭
の
時
、
メ
ン
バ
ー

募
集
の
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
ま
し
た
が
希
望

さ
れ
る
方
も
集
ま
ら
ず
、
活
動
休
止
も
や
む

を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
保
存
会
と
し
て
の

活
動
は
、
子
供
し
ゃ
ぎ
り
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
で
な
ん
と
か
踏
ん
張
る
こ
と
を
考
え
て

い
ま
し
た
。

そ
し
て
平
成
28
年
、
柏
谷
区
の
お
力
添
え

に
よ
り
、
再
度
回
覧
に
よ
り
募
集
を
か
け
て

頂
き
ま
し
た
。
回
覧
が
功
を
奏
し
た
の
か
、

当
時
の
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会
の
現
状
を
知
っ
て

い
た
だ
い
た
う
え
で
、
柏
谷
子
供
会
の
し
ゃ

ぎ
り
部
の
部
長
さ
ん
か
ら
打
診
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
時
の
部
長
さ
ん
か
ら
、
「
し
ゃ
ぎ

り
保
存
会
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
か
？

子
供
し
ゃ
ぎ
り
は
続
け
て
い
け
る
ん
で
す
か
？

そ
れ
な
ら
私
達
に
し
ゃ
ぎ
り
を
教
え
て
く
だ

さ
い
、
子
供
達
に
し
ゃ
ぎ
り
を
一
緒
に
教
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
！
」
と
５
名
の
参
加
者
を

紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
柏
谷
し
ゃ
ぎ
り

再
生
の
兆
し
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

７
月
の
八
坂
神
社
（
お
天
王
さ
ん
）
祭
典

で
は
、
人
数
は
増
え
た
も
の
の
、
演
奏
は
初

め
て
。
お
涼
み
の
時
は
、
柏
谷
区
の
役
員
の

方
に
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
、
何
と
か
お
涼

み
期
間
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

八
坂
神
社
祭
典
を
終
え
、
定
期
的
に
練
習
を

し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
区
長
に
相

談
し
、
柏
谷
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
会
館
で
練

習
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

毎
週
木
曜
日
の
夜
、
近
隣
の
方
々
に
は
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
今
で
も
皆
で
熱
心

に
練
習
を
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。９

月
に
は
、
平
井
の
天
地
神
社
祭
典
に
て
、

天
地
睦
会
と
の
し
ゃ
ぎ
り
交
流
が
あ
り
ま
し

た
。
睦
会
さ
ん
と
も
、
親
し
く
和
や
か
に
交

流
す
る
良
い
雰
囲
気
も
で
き
て
き
ま
し
た
。

平
成
28
年
10
月
、
こ
の
日
の
た
め
に
少
々

練
習
回
数
を
増
や
し
て
臨
ん
だ
日
枝
神
社
例

大
祭
。
粗
削
り
な
演
奏
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

新
た
な
メ
ン
バ
ー
も
増
え
、
祭
で
は
、
十
分

に
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

11
月
の
函
南
町
商
工
祭
り
で
は
、
新
た
な

メ
ン
バ
ー
と
共
に
、
柏
谷
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会

の
再
生
を
確
信
で
き
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
29
年
に
は
、
練
習
を
積
み
重
ね
て
き

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
八
坂
神
社
祭
典
、
納
涼

祭
、
日
枝
神
社
例
大
祭
と
、
無
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い
け

た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
も
新
メ
ン
バ
ー

の
参
加
が
あ
り
、
現
在
、
20
名
程
と
な
り
ま

し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
参
加
者
を
募
っ
て
い
ま

す
。地

域
の
お
祭
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
盛
り
上
げ

て
い
け
る
よ
う
に
、
多
く
の
方
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

柏
谷
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会
メ
ン
バ
ー
一
同
、

大
人
も
子
供
も
、
楽
し
く
明
る
く
盛
大
な
演

奏
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
今
後
も
日
々
練
習
を
重

ね
、
み
ん
な
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
演
奏
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
柏
谷
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会
で
は
、
毎

週
木
曜
日
、
柏
谷
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
会
館

で
午
後
７

時
半
か
ら

練
習
を
続

け
て
い
ま

す
。
ち
ょ
っ

と
演
奏
し

て
み
よ
う

か
な
と
興

味
を
持
た

れ
た
方
は
、

立
ち
寄
っ

て
み
て
く

だ
さ
い
。

柏
谷
し
ゃ
ぎ
り
の
歴
史
と
現
在

柏
谷
し
ゃ
ぎ
り
保
存
会

会
長

佐
口
将
人

平成29年度日枝神社例大祭にて

コミュニティー会館での練習風景


