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ミドリ「追分
お い わ け

のことが少しずつわかって 

きたわ。」 

ふみお「青年団
せ い ね ん だ ん

で建
た

てた追分の碑
ひ

もあち 

らこちらにあったね。」 

あゆむ「桑折
こ お り

の追分も見たかったな。」 

文じい「ふむ、そのうちに行ってみよう。 

    でも、今日は、鳥居
と り い

なんじゃ。」 

ミドリ「神社
じ ん じ ゃ

の入り口に建っているあの 

鳥居ね。どこの鳥居なの？」 

文じい「ふむ、西郷
に し ご う

地区
ち く

の細谷
ほ そ や

じゃ。」 

あゆむ「正面
しょうめん

にお寺
て ら

が見えてきたぞ。」 

ミドリ「“春光院
しゅんこういん

”というお寺だわ。」 

あゆむ「お、今度は、大きな木だ。」 

ふみお「杉
す ぎ

の木だね。」 

文じい「ふむ、このスギは保存樹
ほ ぞ ん じ ゅ

となっておる。」 

あゆむ「そして、あれが鳥居かな？」 

ミドリ 「あ、そうね。大きくて堂々
ど う ど う

としている。」 

ふみお「すごい鳥居だ。石造
い し づ く

りだね。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あゆむ「上の方の真
ま

ん中に字が彫
ほ

られているな。」 

ミドリ「あらそうね。えーと、手〇神社？」 

ふみお「“手長
て な が

神社
じ ん じ ゃ

”かな？」 

文じい「その通り。」 

あゆむ「手長神社なんて、おもしろそうだな。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミドリ「でも、神社なんて見えないわね。どこに 

あるのかしら？」 

文じい「社殿
し ゃ で ん

は向こうじゃが、そこに行く前に、 

この鳥居をもう少し見てみよう。」 

ふみお「手長神社という字の周
ま わ

りに絵
え

が彫ってあ 

るぞ。」 

文じい「よく見えたな。右上には天にのぼろうと

している“昇
の ぼ

り龍
りゅう

”、左下には天から地上 

           に降
お

りようとしている     

“下
く だ

り龍
りゅう

”じゃ。 

龍は、農耕
の う こ う

の神、稲に 

必要
ひ つ よ う

な水の神という 

意味
い み

がある。」 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

ミドリ「それじゃあ、手長神社がそのような神様

をまつっているのかもね。」 

ふみお「下に石碑
せ き ひ

もある。」 

あゆむ「くねくねした字で、よくわからないな。」 

文じい「“鳥居
と り い

記念
き ね ん

碑
ひ

”と彫ってある。わきには、

細
ほ そ

 谷
や

 

石造
い し づ く り

大鳥居
お お と り い

 
 

 

鳥
居
記
念
碑 

 

 



“明治
め い じ

十七歳
さ い

(年)八月吉日
き ち じ つ

”とある。1884

年じゃ。裏
う ら

には村や人の名が見える。」 

ミドリ「でも、うすくて見えにくいわ。」 

文じい「そうじゃの。しかし、よく見てみると、 

手傳
て つ だ い

村名
そ ん め い

として、永野
な が の

村
む ら

から権現堂
ご ん げ ん ど う

村
む ら

まで 

拾九
しゅうきゅう

ヵ
か

村
そ ん

。それに、宮脇
みやのわき

村
む ら

、棟梁
とうりょう

、佐竹
さ た け

寅
と ら

 

吉
き ち

、佐竹庄
さ た け し ょ う

太郎
た ろ う

、石工
い し く

、森谷
も り や

善
ぜ ん

七
し ち

という名 

も見える。そして、多くの寄付
き ふ

をしてくれ 

た方々の名前が並
な ら

んでいるようじゃ。」 

あゆむ「それにしても、この鳥居は石だよ。いっ 

たいどうやってつくったのかな。」 

文じい「ふむ、この鳥居、高さが５．０５ｍ、幅
は ば

が 

６．０９ｍあるという。それで、徳
と く

正栄作
しょうえいさく

 

さんという方の記録によれば、石工の森谷 

善七が永野地区の巨大
き ょ だ い

な石から、2年間も 

かかって切
き

り割
わ

りしたということじゃ。」 

ミドリ「それを、どうやって運
は こ

んだのかしら？」 

文じい「雪のある時に、唯土橇（たんぼぞり）で 

たくさんの人で運んだということじゃ。」 

あゆむ「それで、どうやって建てたの？」 

文じい「足場
あ し ば

となる舞
ぶ

台
た い

のようなものを作って、 

石を引き上げて組んだらしい。」 

ふみお「すごい！鳥居の部分の名前もあるよね。」 

文じい「ふむ。まず柱が少し広がって立って、横
よ こ

 

   に貫
ぬ き

が通され、上には島木
し ま ぎ

、その上に笠木
か さ ぎ

 

   がついている。字と絵が彫られ掲
か か

げられて 

いるものが、額束
が く つ か

じゃ。よく組んだの。」 

あゆむ「ところで、その手長神社というのは？」 

文じい「向こうなんじゃが、この大鳥居が一
い ち

の鳥 

居で、昔
むかし

は、この鳥居をぐぐって社殿
し ゃ で ん

に向 

かっていく道で、ここからが神社だ。」 

ミドリ「あら、矢印
や じ る し

で神社案内
あ ん な い

をしてくれている。」 

あゆむ「あ、向こうに赤い鳥居だ！」 

 

 

 

 

 

 

      

ふみお「“村社
そ ん し ゃ

手長
て な が

稲荷
い な り

神社
じ ん じ ゃ

”という石柱
せきちゅう

だ。」 

ミドリ「すごい！いっぱい並んでいるわ。」 

ふみお「多くの方が奉納
ほ う の う

したんだね。」 

文じい「さあ、拝殿
は い で ん

が見えてきた。手長さまは、 

長い手によって多くの収穫
しゅうかく

をする神様。 

お稲荷さまは、稲作
い な さ く

や養蚕
よ う さ ん

、食物
しょくもつ

の神様。 

しっかりお参
ま い

りしよう。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

あゆむ「隣に石碑
せ き ひ

もあるな。」 

ミドリ「“社歴
し ゃ れ き

”だって。 

神社の歴史
れ き し

ね。」 

ふみお「享保
きょうほう

9年(1724)、 

細谷村の“一
い っ

滴
て き

”と 

いう人が、巡礼
じゅんれい

で訪
おとず

 

れた四国
し こ く

讃岐
さ ぬ き

の中村
な か む ら

と 

いうところの手長
て な が

大明神
だいみょうじん

を勧請
かんじょう

、つまり、 

霊
れ い

を分けてもらい、持
も

ち帰
か え

ったという。」 

文じい「ほほう、よく読
よ

み取
と

れた。明治 7年まで 

春光院の住職
じゅうしょく

が祭
ま つ

ってこられたとある。」 

ふみお「そのあと、神官
し ん か ん

両所家
り ょ う し ょ け

に移
う つ

ったみたい。」 

ミドリ 「字は、“両所遊
りょうしょゆう

雲
う ん

”書
し ょ

となっているわ！」 

文じい「ふむ、この方は、両所里見
さ と み

先生じゃな。 

学校の先生で、書道
し ょ ど う

の先生、神官でもあら 

れた。このきちんとした字は、まじめな両 

所先生のお人柄
ひ と が ら

そのものじゃ。」 

ふみお「隣
となり

には、この碑のために寄付
き ふ

した人の名 

前、さらに隣には、“狐
きつね

供養
く よ う

碑
ひ

”だって。」 

あゆむ「お稲荷
い な り

さんだからだね。」 

ふみお「ほかに祠
ほこら

があり、燈
と う

籠
ろ う

などもたくさん奉 

納されている。多くの人々の厚
あ つ

い信仰
し ん こ う

が 

続
つ づ

いてきただな。」 

ミドリ「石造りの一の鳥居からこの社殿まで、 

すごく広い神社になるわね。」 
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