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▶市長・議長から
　新年のごあいさつ
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東
国
三
社
と
ま
ち
の
賑
わ
い

　鹿島神宮、香取神宮とともに東国三社の一つと称され、多く
の文人墨客が訪れてきました。水上交通が盛んな頃は息栖河岸
とともに、まちの賑わいを創り出してきました。近年は東国三
社詣やパワースポット巡りで、参拝者が増加しています。新年
を迎えた今、息栖神社の魅力を再発見します。



み
ん
な
でつ
く
る
新
しい
神
栖
市

　
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ

ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に
新
春
を

お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
市
政
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
1
年
が

経
過
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
市
民
の

目
線
に
立
っ
た
市
民
本
位
の
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
み
、
昨
年
6
月
に
は
、
ま
ち
づ

く
り
の
指
針
と
な
る「
第
2
次
神
栖
市
総

合
計
画
」を
策
定
し
、
市
の
将
来
像
を「
み

ん
な
で
つ
く
る
新
し
い
神
栖
市
」と
定
め
、

各
種
施
策
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
医
療
対
策
で
は
、
本
年
4
月
に

神
栖
済
生
会
病
院
と
鹿
島
労
災
病
院
が
再

編
統
合
さ
れ
、
新
た
な
医
療
提
供
体
制
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
本
年
は
神
栖
市
の
保

健
・
福
祉
・
医
療
体
制
の
整
備
充
実
に
向

け
て
重
要
な
年
に
な
る
と
考
え
て
お
り
、

積
極
的
な
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。
ま
た
、
救
急
分
野
で
は
市
内
の
病
院

を
中
心
に
、
鹿
嶋
市
な
ど
市
外
の
医
療
機

関
を
含
め
た
救
急
受
け
入
れ
体
制
の
連
携

強
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
子
育
て
支
援
で
は
、
妊
娠
期
か
ら
子
育

て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制

を
整
備
す
る
た
め
、「
子
育
て
世
代
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
す
る
な
ど
、
安
心

し
て
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る
環
境
を
整

え
て
ま
い
り
ま
す
。

　
防
災
・
減
災
対
策
で
は
、
地
域
防
災
計

画
の
見
直
し
を
行
な
う
と
と
も
に
、
6
月

に
オ
ー
プ
ン
す
る「
か
み
す
防
災
ア
リ
ー

ナ
」に
お
い
て
、
防
災
に
関
す
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
な
ど
、
安
全
・
安
心
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
の
ま
ち
づ
く
り
で
は
、
9
月

末
か
ら
開
催
さ
れ
る「
い
き
い
き
茨
城
ゆ

め
国
体
」に
お
い
て
、
テ
ニ
ス
、
カ
ヌ
ー

ス
プ
リ
ン
ト
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
の

各
競
技
が
、
ま
た
10
月
中
旬
か
ら
の「
い

き
い
き
茨
城
ゆ
め
大
会
」で
は
グ
ラ
ウ
ン

ド
・
ゴ
ル
フ
競
技
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
全

国
か
ら
訪
れ
る
皆
さ
ま
を
お
も
て
な
し
の

心
で
お
迎
え
し
、
神
栖
に
来
て
よ
か
っ
た

と
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
準
備
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
教
育
環
境
の
整
備
と
し
て

小
中
学
校
な
ど
へ
の
エ
ア
コ
ン
の
設
置
、
ス

ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
な
ど
各
種
施

策
を
着
実
に
実
行
し
、
か
み
す
を
好
き
な

人
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
、
全
力

で
市
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
結
び
に
、
本
年
が
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し

て
輝
か
し
い
飛
躍
の
年
と
な
り
ま
す
こ
と

を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
あ
い

さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

神
栖
市
長

神
栖
市
長

石
田
石
田 　

進

　

進

すす
る
た
る
た
め
、
め
、「「「
子
育
て
育
世
代
世
代
世
代
世
代
世
代代代
包
括
包
括
包
括
包
支支支

に
来
て
来
て
よ
か
よ
か
っ
た
っ
た

心
で
心
で
心
ででで
お
迎
お
迎
お
迎
お
迎迎
え
し
え
し
、
神
栖
に
栖
に

平成31年
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新
し
い
時
代
へ

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
明
る
く
希
望
に

満
ち
た
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
か

ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
年
頭
に
あ
た
り
、
市
議
会
を
代
表
し
て

謹
ん
で
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
私
は
、
昨
年
の
3
月
の
定
例
会
に
お
き

ま
し
て
、
議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
議

長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
早
く
も
10
カ

月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
新

年
を
迎
え
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
重
責
を
痛

感
す
る
と
と
も
に
、
市
政
の
発
展
の
た
め

に
引
き
続
き
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
決

意
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
国

内
の
景
気
は
、
緩
や
か
な
回
復
基
調
が
続

き
、
地
方
に
お
い
て
も
雇
用
・
所
得
環
境

の
改
善
傾
向
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
力
の
主

力
と
な
る
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
各
産
業
の
担
い
手
不
足
な

ど
の
課
題
に
対
し
、
国
に
お
い
て
は
、
新

た
に
外
国
人
材
の
受
入
れ
拡
大
を
図
る
こ

と
と
し
て
お
り
、働
き
方
改
革
と
と
も
に
、

私
た
ち
を
取
り
巻
く
労
働
環
境
は
変
革
の

時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
当
市
で
は「
第
2
次

神
栖
市
総
合
計
画
」を
策
定
し
、
総
合
戦

略
の
施
策
と
と
も
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
地
域
の
特
性
や
資

源
を
最
大
限
に
生
か
し
、
子
育
て
世
代
が

暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
土
台
に
重

点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
幅
広
く
推
進
し
、
魅

力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま

す
。

　
市
議
会
と
し
ま
し
て
も
、
地
域
医
療
、

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
、
公
共
施
設

の
更
新
な
ど
、
市
政
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

や
施
策
に
つ
い
て
、
行
政
と
真
摯
に
議
論

を
積
み
重
ね
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見

や
ご
要
望
を
反
映
で
き
る
よ
う
全
力
で
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
二
元

代
表
制
の
一
翼
を
担
い
、
市
の
意
思
決
定

に
関
わ
る
重
要
な
機
関
と
し
て
の
役
割
と

責
任
の
重
さ
を
改
め
て
自
覚
し
、
な
お
一

層
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、ご
支
援
、

ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
「
平
成
」か
ら
新
し
い
元
号
へ
の
移
行

は
、
新
た
な
始
ま
り
を
予
感
さ
せ
ま
す
。

こ
の
新
し
い
年
が
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
と

り
ま
し
て
、
大
い
な
る
飛
躍
の
年
と
な
り

ま
す
こ
と
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

神
栖
市
議
会
議
長

神
栖
市
議
会
議
長

藤
田
藤
田 

昭
泰
昭
泰
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神
話
と
歴
史

東
国
三
社
の
由
来
と
は

　
東
国
三
社
と
い
う
の
は
、
鹿
島
神
宮
、

香
取
神
宮
、
息
栖
神
社
の
総
称
で
す
。
全

国
的
に
有
名
な
鹿
島
神
宮
、
香
取
神
宮
に

比
べ
る
と
、
息
栖
神
社
は
規
模
、
知
名
度

と
も
ず
い
ぶ
ん
差
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
こ
の
三
社
が
並

び
称
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
？

　
由
来
は
、
上
代
の
昔
ま
で
遡
り
ま
す
。

天
孫
降
臨
に
向
け
て
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

か
ら

遣
わ
さ
れ
、「
国
譲
り
」
神
話
で
功
績
を

あ
げ
た
の
が
東
国
三
社
の
御
祭
神
で
す
。

こ
の
と
き
鹿
島
神
宮
と
香
取
神
宮
の
神
々

を
道
案
内
し
た
の
が
、
息
栖
神
社
の
御
祭

神
で
あ
る
岐

く
な
ど
の

神か
み（

久
那
戸
神
）、
天

あ
め
の

鳥と
り

船ふ
ね

神の
か
みと
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
や
交
通
に
関
わ
る
神
を
祀
る

　
息
栖
神
社
が
最
初
に
置
か
れ
た
の
は
現

在
の
日
川
地
区
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
大

同
2
年（
8
0
7
）に
現
在
地
に
遷
さ
れ
ま

し
た
。
岐
神（
路
の
神
・
井
戸
の
神
）、
天

鳥
船
神（
交
通
守
護
の
神
）に
加
え
、
住
吉 久那戸神図

（神栖市歴史民俗資料館所蔵）

　
東
国
三
社
詣
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
の
ブ
ー
ム
と
と
も
に
、
息
栖
神
社
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

県
外
か
ら
訪
れ
る
参
拝
客
や
観
光
客
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
る
の
で
し
ょ
う
？

　
今
回
は
、
息
栖
神
社
の
歴
史
や
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

ま
ち
の
魅
力
再
発
見

魅
力
再
発
見

再
発
見見見見見息

栖
神
社

特
集

東
国
三
社
と
ま
ち
の
賑
わ
い

広報かみす 2019年1月1・15日号 4



三
神（
海
上
守
護
の
神
）が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
息
栖
神
社
は
鹿
島
神
宮
の
摂
社
と
い
う

位
置
づ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
鹿
島
神
宮
と

縁
の
深
い
神
を
祀
る
神
社
の
こ
と
。
手
子

后
神
社（
神
栖
市
）、
大
洗
磯
前
神
社（
大

洗
町
）と
と
も
に
、「
鹿
島
神
宮
の
三
摂

社
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

東
国
三
社
詣

東
国
三
社
詣
の
は
じ
ま
り

　
江
戸
時
代
初
期
に
、
江
戸
湾（
東
京
湾
）

に
注
い
で
い
た
利
根
川
を
銚
子
に
向
か
わ

江戸時代の息栖神社と息栖河岸の賑わいを描いた鳥瞰図
『鹿島志』（神栖市歴史民俗資料館所蔵）より
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せ
る
河
川
改
修
事
業
「
利
根
川
東
遷
」

が
始
ま
り
、
舟
運
が
発
達
し
ま
す
。
そ
れ

に
よ
り
、
下
利
根
地
方
を
船
で
巡
拝
し

な
が
ら
風
光
明
媚
な
景
色
を
楽
し
む
物

見
遊
山
の
旅
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　
特
に
、
江
戸
時
代
中
期
は
お
伊
勢
参
り

が
大
流
行
し
、
伊
勢
か
ら
無
事
に
帰
っ
た

こ
と
を
感
謝
す
る
「
下
三
宮
参
り
」「
お
伊

勢
参
り
の
み
そ
ぎ
の
三
社
参
り
」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
東
国
三
社
詣
が
一
大
ブ
ー
ム
を

巻
き
起
こ
し
ま
す
。
息
栖
神
社
の
目
の
前

に
あ
る
息
栖
河
岸
は
、
利
根
川
水
運
の
拠

点
と
し
て
連
日
大
い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

ジ
オ
ラ
マ
で
見
る
息
栖

　
神
栖
市
歴
史
民

俗
資
料
館
で
は
、

当
時
の
息
栖
神
社

と
息
栖
河
岸
を
表
現
し
た
ジ
オ

ラ
マ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
立
純

子
館
長
が
、
ジ
オ
ラ
マ
を
指
し
な
が
ら

解
説
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
江
戸
を
は
じ
め
各
地
か
ら
の
旅
行
者

を
運
ん
だ
の
が
、
木
下
河
岸
か
ら
出
る

„
木き

下お
ろ
し
茶ち

ゃ

船ぶ
ね

“
と
呼
ば
れ
る
乗
合
船
で
し

た
。
安
永
7
年（
1
7
7
8
）か
ら
天
明
9

年（
1
7
8
9
）の
12
年
間
に
わ
た
っ
て
、

1
日
平
均
12
艘
も
運
行
さ
れ
、
年
間
約

1
万
7
千
人
が
利
用
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
息
栖
神
社
と
関
わ
り
の
深
い
柏

屋
旅
館
は
、
江
戸
時
代
か
ら
息
栖
河
岸
の

前
で
営
業
し
て
お
り
、
指
定
宿
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
昔
は
利
根
川
の
水
深
が
今
よ
り
大
分
浅

く
、
一
の
鳥
居
と
そ
の
両
脇
の
忍お

潮し
お

井い

の

鳥
居
は
川
の
中
に
立
っ
て
い
ま
す
。
ず
っ

と
後
の
昭
和
48
年
に
河
川
改
修
を
し
た
際
、

船
溜
ま
り
の
ほ
と
り
の
現
在
地
に
移
さ
れ

ま
し
た
」

　
歴
史
民
俗
資
料
館
は
„
水
と
人
々
の
く

ら
し
“
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
た
め
、

息
栖
河
岸
の
隆
盛
や
、
水
路
を
利
用
し
た

上／装いを新たにした息栖神社、下左／一の鳥居と船溜まり、下中央／拝殿、下右／二の鳥居

当時の息栖神社と息栖河岸を表現したジオラマ

保立館長
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江
戸
時
代
の
旅
事
情
な
ど
、
水
と
の
関
わ

り
と
い
う
視
点
か
ら
息
栖
神
社
へ
の
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

多
く
の
文
人
墨
客
が
来
訪

　
東
国
三
社
詣
が
人
気
を
集
め
る
中
で
、

多
く
の
文
人
墨
客
も
三
社
の
あ
る
こ
の
地

域
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
松
尾
芭
蕉
、
吉
田

松
陰
、
賀
茂
真
淵
の
高
弟
で
あ
る
加
藤
千

蔭
、
村
田
春
海
、
小
林
一
茶
、
十
返
舎

一
九
、
渡
辺
崋
山
、
大
原
幽
学
な
ど
、
そ

う
そ
う
た
る
顔
ぶ
れ
で
す
。

　
明
治
の
文
豪
・
徳
冨
蘆
花
は
、
息
栖
神

社
前
の
柏
屋
旅
館
に
滞
在
し
て
執
筆
。
名

著
『
自
然
と
人
生
』
の
中
で
、「
利
根
の

晩
秋
」
と
題

し
て
息
栖
神

社
の
風
景
を

叙
情
豊
か
に

描
写
し
て
い

ま
す
。

　
大
正
時
代

に
な
る
と
神

之
池
周
辺
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
進
み
、
華

族
、
軍
人
な
ど
の
往
来
が
増
え
ま
す
。
そ

の
時
も
息
栖
河
岸
が
玄
関
口
と
な
り
、
柏

屋
旅
館
が
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
フ
ォ
ー

ド
車
で
客
を
送
迎
す
る
な
ど
、
地
域
の
発

展
を
象
徴
す
る
光
景
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
地
域
の
鎮
守
を
大
切
に
守
っ
て
い
こ
う

と
、
氏
子
が
自
発
的
に
総
代
会
を
組
織
。

息
栖
地
区
か
ら
7
人
、
息
栖
原
地
区
か
ら

2
人
の
計
9
人
が
、
3
年
任
期
で
氏
子
総

代
を
務
め
て
い
ま
す
。
氏
子
総
代
は
、
祭

事
の
準
備
や
運
営
、
忍
潮
井
の
清
掃
や
境

内
の
整
備
、
社
務
所
で
の
参
拝
客
へ
の
対

応
な
ど
、
一
年
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

身
近
で
大
切
な
存
在

　
氏
子
総
代
会
長
を
務
め
る
松
沢
一
好
さ

ん
に
、
暮
ら
し
の
中
で
ど
の
よ
う
に
息
栖

神
社
と
関
わ
っ
て
き
た
の
か
を
聞
い
て
み

ま
し
た
。

　
「
子
ど
も
の
頃
は
境
内
が
遊
び
場
で
、

よ
く
椎
の
実
を
拾
っ
た
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
私
も
副
会
長
の
大
塚
光

男
さ
ん
も
、
息
栖
神
社
で
結
婚
式
を
挙
げ

地
域
と
の
関
わ
り

「
神
栖
」
と
い
う
地
名
の
由
来

　
こ
こ
か
ら
は
、
息
栖
神
社
と
地
域
と
の

関
わ
り
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
神
栖
と
い
う
地
名
の
由
来
で
す
。

昭
和
30
年
、
軽
野
村
と
息
栖
村
が
合
併
し
、

神
栖
村
が
誕
生
。
こ
の
と
き
、
神
之
池
と

息
栖
神
社
か
ら
「
神
栖
」
と
い
う
村
名
が

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
神
栖
町
、
神
栖
市
と
な
り
、

東
国
三
社
詣
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
注
目

さ
れ
る
今
、「
神
の
栖す

み
か」
と
い
う
意
味
を

連
想
さ
せ
る
地
名
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
参

拝
客
が
多
い
よ
う
で
す
。

神
社
を
支
え
る
氏
子
総
代

　
か
つ
て
息
栖
神
社
は
、
神
主
の
い
な
い

期
間
が
長
く
続
き
ま
し
た
。
大
切
な
祭
事

の
際
は
、
鹿
島
神
宮
の
神
主
が
派
遣
さ
れ

て
き
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
柏
屋
旅

館
の
主
人
が
神
職
の
資
格
を
取
り
、
神
主

を
務
め
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
現

在
は
、
神
職
の
小
澤
八は

宏こ

夫お

さ
ん
に
臨
時

の
神
主
を
お
願
い
し
、
息
栖
神
社
の
宮
司

と
し
て
ほ
ぼ
常
駐
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

小
澤
さ
ん
は
「
息
栖
神
社
は
、
熱
心
な
氏

子
総
代
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

上左／息栖河岸から神之池へフォード車で送迎、上右／当時の息栖神社
下／水上交通が盛んだった頃の息栖河岸　（上下とも大正～昭和初期／神栖市歴史民俗資料館所蔵）

多くの文人墨客が宿泊した柏屋旅館
（大正～昭和初期）

息栖神社特集
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氏子総代会長 松沢さん

ま
す
。
氏
子
総
代
を
務
め
る
3
年
間
は
、

家
で
の
ん
び
り
正
月
を
過
ご
す
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
」（
氏
子
総
代
会
長
・

松
沢
さ
ん
）

祈
年
祭　

3
月
6
日

　
「
3
月
9
日
に
鹿
島
神
宮
で
春
の
始
め

の
神
事
と
し
て
祭
頭
祭
が
行
な
わ
れ
ま
す

が
、
神
栖
市
内
の
地
区
が
当
番
と
な
っ
た

年
は
、
鹿
島
神
宮
に
先
駆
け
て
息
栖
神
社

に
も
祭
頭
囃
が
奉
納
さ
れ
ま
す
」（
氏
子
総

代
副
会
長
・
大
塚
さ
ん
）

て
、
柏
屋
旅
館
で
披
露
宴
を
し
ま
し
た
。

昔
は
そ
う
す
る
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

息
栖
神
社
は
あ
ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で
、

歴
史
や
由
緒
を
改
め
て
意
識
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
氏
子
総
代
の
役
目
は
当

た
り
前
の
こ
と
と
し
て
親
か
ら
代
々
受
け

継
ぎ
、
こ
れ
か
ら
も
継
承
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

多
彩
な
祭
事

今
に
受
け
継
が
れ
る
祭
事

　
息
栖
神
社
で
は
1
年
間
に
11
回
の
祭
事

が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
主
な
祭
事
に
つ

い
て
、
運
営
の
裏
話
も
含
め
て
話
を
聞
き

ま
し
た
。
厳
か
な
神
事
だ
け
で
な
く
、
華

や
か
な
お
祭
り
や
家
族
揃
っ
て
楽
し
め
る

お
祭
り
も
行
な
わ
れ
、
こ
こ
で
紹
介
す
る

他
に
も
多
彩
な
祭
事
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

大　

禊　

12
月
31
日

元
旦
祭　

1
月
1
日

　
「
1
年
で
最
も
息
栖
神
社
が
賑
わ
う
の

が
初
詣
で
す
。
大
晦
日
の
朝
か
ら
夜
通
し

初
詣
客
の
対
応
を
し
、
元
日
の
夕
方
7
時

頃
ま
で
社
務
所
に
詰
め
て
い
ま
す
。
初
詣

で
東
国
三
社
巡
り
を
す
る
方
も
多
い
の
で
、

7
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
休
み
な
く
神
社
に
い

例
大
祭　

4
月
13
日

　
「
神
社
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
神
事
で
、

神
社
本
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
神
職
が
祭
詞

を
奏
上
し
ま
す
」（
神
職
・
小
澤
さ
ん
）

大
祓（
み
そ
ぎ
祭
）　

6
月
30
日

　
「
昔
は
神
主
が
川
に

入
っ
て
身
を
清
め
る

儀
式
を
し
ま
し
た
が
、

い
ま
は
常
陸
利
根
川
に
船
を
出
し
、
7
回

半
回
っ
て
竹
を
割
っ
て
川
に
投
げ
入
れ
る

儀
式
を
行
な
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
船

上
の
神
主
も
川
の
水
も
清
め
ら
れ
ま
す
。

井
戸
・
船
・
川
の
安
全
を
祈
る
祭
り
と
し

て
、
古
式
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
」（
神
職
・
小
澤
さ
ん
） 、

　
「
2
カ
月
前
か
ら
準
備
を
始
め
、
忍
潮

井
の
清
掃
も
し
て
当
日
を
迎
え
ま
す
。
当

日
は
拝
殿
の
前
で
餅
撒
き
を
し
ま
す
が
、

そ
の
餅
を
拾
う
と
ご
利
益
が
あ
る
た
め
、

氏
子
が
2
0
0
人
近
く
集
ま
っ
て
境
内
が

人
で
い
っ
ぱ
い
に
な

る
ん
で
す
。」（
氏
子

総
代
副
会
長
・
大
塚

さ
ん
）

「
御
船
祭
」
の
先
導
役

　
東
国
三
社
の
つ
な
が
り
が
色
濃
く
表
れ

る
祭
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
鹿
島
神

宮
最
大
の
祭
典
と
さ
れ
る
「
御み

船ふ
ね

祭ま
つ
り」
で
、

12
年
に
一
度
行
な
わ
れ
ま
す
。

鹿島神宮の御座船を先導する息栖神社の船
氏子総代副会長 大塚さん

神職 小澤さん
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香取神宮 息栖神社

鹿島神宮

利根川

常陸利根川

鹿嶋市

神栖市
香取市

外浪逆浦

356

124

124

51

社
お
守
り
」
で
す
。
こ
れ
は
、
木
製
の
本

体
に
、
三
社
を
巡
っ
て
い
た
だ
い
た
御
神

紋
シ
ー
ル
を
貼
り
付
け
て
完
成
さ
せ
る
も

の
で
す
。

人
気
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

　
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。
と
く
に
「
忍お

潮し
お

井い

」
を
目

当
て
に
訪
れ
る
観
光
客
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
常
陸
利
根
川
沿
い
の
、
一
の
鳥
居

の
両
側
に
あ
る
2
つ
の
井
戸
が
忍
潮
井
。

辺
り
一
帯
が
海
だ
っ
た
頃
か
ら
1
0
0
0

年
以
上
も
の
間
、
潮
を
お
し
の
け
て
清
水

が
湧
き
出
し
続
け
て
き
た
と
さ
れ
て
お
り
、

伊
勢
の
明
星

井
、
伏
見
の

直
井
と
と
も

に
、
日
本
三

霊
泉
の
一
つ

に
数
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の

井
戸
の
底
に

据
え
ら
れ
た

男お

瓶が
め

・
女め

瓶が
め

が
見
え
れ
ば
幸
運
が
訪
れ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
女
瓶
の
水
を
男
性
が
、
男
瓶
の
水

を
女
性
が
飲
む
と
縁
結
び
の
ご
利
益
が
あ

る
と
も
伝
わ
り
ま
す
が
、
現
在
は
直
接
飲

む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
境
内
の
「
招お

が

霊た
ま

の
木
」
は
幸
運

を
も
た
ら
す
精
霊
が
宿
る
と
さ
れ
、
近
寄

る
と
パ
ワ
ー
を
も
ら
え
る
そ
う
で
す
。

　
さ
ら
に
、
東
国
三
社
を
地
図
上
で
結
ぶ

と
、
ほ
ぼ
直
角
二
等
辺
三
角
形
に
な
る
こ

と
や
、
香
取
神
宮
の
真
東
に
息
栖
神
社
が

位
置
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
神
秘
的

な
配
置
も
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
深
い
森
に
包
ま
れ
、
清
浄
な
空
気
を
全

身
で
感
じ
ら
れ
る
息
栖
神
社
。
境
内
を
散

策
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
や
神
話
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
の
ペ
ー
ジ

で
、
見
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

装
束
が
展
示
さ
れ
、
由
来
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
中

頃
ま
で
鹿
島
神
宮
の
神
幸
祭
で
神
事
の
先

ぶ
れ
と
し
て
奉
納
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
正

10
年
頃
ま
で
息
栖
神
社
の
例
大
祭
で
奉
納

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
舞
が
な
い
と

神
事
が
進
行
し
な
い
た
め
、「
飯
前
ざ
さ

ら
」
と
称
し
、
早
朝
に
行
な
わ
れ
た
そ
う

で
す
。
現
在
は
、
7
月
の
最
終
日
曜
日
に
、

地
区
の
鎮
守
で
あ
る
白
鳥
神
社
や
西
福
院

に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
域
の
郷
土
芸
能
に
も
、
鹿
島
神
宮
と

息
栖
神
社
に
つ
な
が
る
歴
史
が
あ
る
こ
と

を
知
る
と
、
ま
た
新
た
な
視
点
で
見
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
す
。

現
在
、
再
び
ブ
ー
ム
到
来

参
拝
客
が
急
増

　
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
や
御
朱
印
集
め
が

ブ
ー
ム
と
な
る
中
で
、
東
国
三
社
詣
や
息

栖
神
社
が
再
び
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
長

年
に
わ
た
っ
て
息
栖
神
社
を
守
っ
て
き
た

氏
子
総
代
の
皆
さ
ん
に
よ
る
と
、
テ
レ
ビ

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
か
ら
急
激
に
参
拝
客

が
増
え
た
と
い

い
ま
す
。

　
特
に
人
気
な

の
が
「
東
国
三

　
ま
ず
、
天
皇
陛
下
の
勅
使
を
お
迎
え
し

て
例
祭
を
行
な
い
、
翌
朝
„
鹿
島
立
ち
“

の
大
行
列
が
大
船
津
へ
向
か
い
ま
す
。
お

供
の
大
船
団
と
と
も
に
、
鹿
島
神
宮
の
御

神
輿
が
御
座
船
で
巡
幸
し
、
香
取
神
宮
の

御
祭
神
と
水
上
で
出
会
う
、
壮
麗
な
祭
典

で
す
。

　
こ
の
時
、
息
栖
神
社
の
先
導
船
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
鹿
島
神
宮
の
御

座
船
を
先
導
し
て
浪
逆
浦
を
経
て
加
藤
洲

ま
で
行
き
、
そ
こ
で
香
取
神
宮
に
よ
る
御

迎
祭
と
い
う
儀
式
が
執
り
行
な
わ
れ
る
の

で
す
。
ま
さ
に
「
鹿
島
神
宮
と
香
取
神
宮

の
神
々
を
息
栖
神
社
の
御
祭
神
が
道
案
内

し
た
」
と
い
う
神
話
の
世
界
が
、
目
の
前

で
展
開
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

「
さ
さ
ら
舞
」
奉
納
の
歴
史

　
神
栖
市
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
田
畑
地
区
の
獅
子
舞（
さ
さ
ら
舞
）も
、

そ
の
歴
史
を
辿
る
と
鹿
島
神
宮
と
関
わ
り

が
あ
り
ま
す
。
歴
史
民
俗
資
料
館
に
そ
の西福院での奉納の舞

るる

拝
客
拝
客客客

な

日本三霊泉の一つ（左／男瓶、右／女瓶）

息栖神社特集
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樹齢約1000 年と推定
される夫婦杉。横から
見上げると、2つの幹
が根を1つにしている
のがわかります。

●11御神木 散策マップ息栖神社

静かな境内に､たくさんの見所がギュッと詰まっています。
ぐるりと一周すれば､ 神秘のパワーがもらえそう。
歴史と神話の宝庫へ､ さあ出かけましょう！

江戸時代の弘化4年（1847）に建てられたもの。
緑の森に鮮やかな赤が映え、風格があります。

❻神門

❷二の鳥居

2つ並んだ祠に、9柱の神が合
祀されています。ここに参拝
すれば、9つの神社に詣でた
ことになるそうです。

●15境内社

精霊が宿る木に
近寄って、パワー
をもらおう！

●14招
おが
霊
たま
の木

手前の拝殿で参拝します。
奥の本殿は、神職しか入れ
ない神聖な場所。参拝後、
社殿の外をぐるりと一周歩
いて見ませんか。

●12社殿

10

12

13

14

15

11

「鹿島潟 沖洲の森のほととぎす 船を
とめてぞ 初音ききつる（藤原時朝）」
など文人墨客の歌が刻まれています。

●13息栖ゆかりの歌碑
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社殿左側の社務所でいただきます。数年前に朱印
の書体が変わり、三笠宮崇仁親王殿下から下賜さ
れた印も押されます。

御朱印

「この里は　気
き
吹
ぶき
戸
と
主
ぬし
の　風寒し」

と刻まれています。息栖神社は、
江戸時代には気吹戸主神を主神と
した説も……。

❽松尾芭蕉の句碑

❶一の鳥居

●荒井商店●旧柏屋旅館

二の鳥居から本殿とは反対側、常陸利根川方向へ 200mほど歩き
ましょう。息栖河岸の渡船場跡にあるのが忍潮井。川に向かって左
側の井戸の底に女瓶（土器の形）、右側に男瓶（銚子の形）が据え
られています。幸運を呼ぶ男瓶・女瓶が見えるかどうか、覗き込ん
で運試し！　井戸掃除（3・6・9・12月）の直後がチャンスかも。

❸忍潮井

かつて、祭礼に集まった若
者たちが力くらべをした石。
高々と持ち上げた者が、栄誉
を受けたと言われています。

❼力石

参拝の前に、必ずここで手と
口を清めましょう。

❺手水舎

御朱印やお守りの受け
渡しはこちらへ

❾社務所

昭和 5 年 7 月、昭和
天皇の弟の三笠宮崇仁
親王殿下が参拝時に植
樹されました。春は美
しい花を咲かせます。

10みや桜

赤い布でほおかむ
りした狐がずらり
と並んでいます。

❹稲荷神社
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木製の三角柱の本体に、東国三社で御神紋シール
をいただいて貼るとお守りが完成。すぐ完売とな
るので、すんなり手に入るだけで幸運かも！

東国三社お守り

息栖神社特集
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