
一

般

的

に

こ

の

部

分

だ

け

が

言

わ

れ

る

事

が

多

い

の

で

、

こ

の

言

葉

に

続

き

が

あ

る

こ

と

を

ご

存

知

な

い

方

が

多

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

？

実

は

そ

の

続

き

の

部

分

に

ク

ラ

ー

ク

氏

の

真

意

が

あ

り

ま

す

。

全

文

を

ご

紹

介

し

ま

す

と

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

。

金

の

た

め

で

な

く

、

私

欲

の

た

め

で

な

く

、

名

声

と

い

う

浅

は

か

な

名

誉

の

た

め

で

も

な

く

、

人

間

と

し

て

い

か

に

あ

る

べ

き

か

を

求

め

る

大

志

を

抱

き

た

ま

え

」

と

続

き

ま

す

。

大

志

を

抱

く

こ

と

は

大

変

素

晴

ら

し

い

こ

と

で

す

し

、

お

金

や

私

欲

や

名

誉

の

た

め

で

な

い

な

ら

、

な

お

さ

ら

素

晴

ら

し

い

こ

と

で

す

。

で

す

が

大

志

だ

け

で

は

お

腹

３

月

の

Ｗ

Ｂ

Ｃ

で

は

日

本

代

表

が

優

勝

し

、

久

し

ぶ

り

の

明

る

い

話

題

に

元

気

を

頂

き

ま

し

た

。

コ

ロ

ナ

も

落

ち

着

い

て

き

ま

し

た

が

、

今

度

は

花

粉

症

で

苦

し

む

時

期

に

な

り

ま

し

た

。

と

く

に

今

年

は

花

粉

の

飛

散

量

が

多

い

よ

う

で

す

。

新

年

度

の

環

境

の

変

化

や

ス

ト

レ

ス

で

体

調

を

崩

し

や

す

い

時

期

な

の

で

体

調

管

理

に

は

気

を

付

け

て

お

過

ご

し

下

さ

い

。
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創建 文禄元年

久山年神社

編
集

後
記

久

山

年

神

社

社

報

第

十

九

号

た
よ
し
の
杜

は

膨

ら

み

ま

せ

ん

し

、

世

の

中

を

変

え

る

こ

と

は

難

し

い

の

が

現

実

で

す

。

生

活

を

す

る

上

で

最

低

限

の

お

金

は

必

要

で

す

し

、

人

生

を

豊

か

に

す

る

物

は

欲

し

く

な

り

ま

す

。

世

の

中

を

変

え

た

い

と

思

え

ば

名

誉

も

必

要

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

ら

は

人

間

と

し

て

は

当

た

り

前

の

欲

求

で

す

。

な

ぜ

ク

ラ

ー

ク

氏

は

「

欲

を

持

た

な

い

大

志

を

抱

け

」

と

言

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

？

最

後

の

「

人

間

と

し

て

い

か

に

あ

る

べ

き

か

～

」

の

部

分

が

重

要

の

よ

う

で

す

。

こ

れ

は

私

の

私

見

で

す

が

、

お

そ

ら

く

ク

ラ

ー

ク

氏

は

欲

求

は

人

間

に

必

要

な

も

の

だ

と

し

な

が

ら

も

「

私

利

私

欲

の

た

め

の

大

志

で

は

な

く

、

自

分

が

持

つ

あ

ら

ゆ

る

手

段

を

使

っ

て

世

の

中

に

役

立

つ

た

め

の

大

志

を

持

ち

な

さ

い

。

」

と

い

う

意

味

で

言

っ

た

の

だ

と

思

い

ま

す

。

つ

ま

り

、

手

に

入

れ

た

お

金

や

物

や

名

誉

を

使

っ

て

何

を

す

る

べ

き

か

？

そ

の

結

果

が

大

事

と

い

う

意

味

な

の

だ

と

思

い

ま

す

。

こ

れ

か

ら

社

会

に

出

る

皆

さ

ん

。

こ

れ

か

ら

は

自

分

が

ど

う

な

り

た

い

の

か

？

そ

し

て

ど

う

し

た

い

の

か

？

手

に

入

れ

た

物

を

使

っ

て

何

を

す

る

べ

き

か

？

そ

れ

ら

を

し

っ

か

り

と

考

え

て

社

会

で

活

躍

す

る

人

に

な

っ

て

ほ

し

い

と

願

い

ま

す

。

皆

さ

ん

の

今

後

の

健

闘

を

お

祈

り

し

ま

す

。

宮

司

本

田

孝

裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

B

o

y

s

,

 

b

e

 

a

m

b

i

t

i

o

u

s

.

』

早

い

も

の

で

今

年

も

春

に

な

り

、

出

会

い

と

別

れ

の

季

節

を

迎

え

ま

し

た

。

3

月

に

は

卒

業

式

、

4

月

に

は

入

学

式

が

あ

り

、

そ

れ

ら

の

行

事

を

迎

え

た

ご

家

族

の

皆

さ

ん

に

は

誠

に

お

慶

び

を

申

し

上

げ

ま

す

。

こ

の

3

年

間

は

コ

ロ

ナ

の

影

響

で

ず

っ

と

マ

ス

ク

を

着

け

た

ま

ま

だ

っ

た

の

で

、

よ

う

や

く

マ

ス

ク

を

外

し

て

も

構

わ

な

い

状

況

の

中

で

の

最

初

の

卒

業

式

や

入

学

式

は

、

逆

に

思

い

出

深

い

も

の

に

な

っ

た

と

思

い

ま

す

。

さ

て

4

月

16

日

は

「

ボ

ー

イ

ズ

ビ

ー

ア

ン

ビ

シ

ャ

ス

の

日

」

な

ん

だ

そ

う

で

す

。

北

海

道

の

札

幌

農

学

校

の

教

頭

だ

っ

た

ク

ラ

ー

ク

氏

が

日

本

を

離

れ

る

に

あ

た

っ

て

教

え

子

た

ち

に

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

」

と

い

う

言

葉

を

言

っ

た

の

が

こ

の

日

だ

っ

た

こ

と

か

ら

制

定

さ

れ

た

そ

う

で

す

。

こ

の

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

」

と

い

う

言

葉

は

誰

も

が

一

度

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

有

名

な

一

文

で

す

が

、

ボ

ー

イ

ズ

ビ

ー

ア

ン

ビ

シ

ャ

ス

そ

こ

が

知

り

た

い

！

神

社

の

いい いい いい いい
はは はは はは はは

ろ

ろろ

ろろ

ろろ

ろ

神

社

で

の

お

祭

り

や

お

祓

い

の

際

に

、

榊

の

枝

を

捧

げ

る

の

は

な

ぜ

で

す

か

？

ま

た

正

し

い

捧

げ

方

を

教

え

て

下

さ

い

。

ご

神

前

に

捧

げ

る

榊

の

枝

は

「

玉

串

（

た

ま

ぐ

し

）

」

と

い

い

ま

す

。

玉

串

を

捧

げ

る

よ

う

に

な

っ

た

理

由

は

日

本

神

話

に

由

来

す

る

の

で

す

が

、

長

く

な

る

の

で

こ

こ

で

は

割

愛

し

ま

す

。

榊

は

「

栄

木

」

と

も

い

わ

れ

、

文

字

通

り

「

栄

え

る

木

」

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

別

の

説

で

は

「

境

木

」

と

も

い

わ

れ

、

神

域

と

俗

世

の

境

を

示

す

意

味

も

あ

り

ま

す

。

神

社

の

周

り

に

榊

が

多

く

植

え

ら

れ

て

い

る

の

も

そ

の

た

め

で

す

。

そ

し

て

榊

は

１

年

を

通

し

て

青

い

常

緑

樹

で

す

。

神

社

に

は

心

身

と

も

に

健

康

な

状

態

で

お

参

り

す

る

事

が

大

切

と

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

榊

の

よ

う

に

常

に

青

々

と

若

々

し

い

気

持

ち

を

表

す

た

め

に

捧

げ

る

意

味

も

あ

り

ま

す

。

色

ん

な

意

味

が

あ

り

ま

す

が

、

い

ず

れ

に

し

て

も

神

社

と

は

縁

が

深

い

縁

起

が

良

い

植

物

で

す

。

（

字

も

木

へ

ん

に

神

と

書

き

ま

す

し

ね

）

QA

捧

げ

方

は

、

時

計

回

り

に

根

本

を

神

様

の

方

へ

向

け

て

目

の

前

の

祭

壇

に

捧

げ

ま

す

。

根

本

を

神

様

の

方

へ

向

け

る

の

は

、

植

物

が

根

か

ら

葉

へ

向

か

っ

て

成

長

す

る

よ

う

に

「

根

は

親

」

「

葉

は

子

」

と

い

う

考

え

か

ら

で

す

。

私

た

ち

日

本

人

の

祖

先

を

た

ど

っ

て

い

く

と

、

神

代

（

か

み

よ

）

の

時

代

ま

で

遡

り

ま

す

。

「

神

様

は

親

、

私

た

ち

は

子

供

、

こ

れ

か

ら

も

子

孫

が

栄

え

ま

す

よ

う

に

」

と

願

い

を

込

め

て

根

元

を

奧

に

し

て

捧

げ

る

訳

で

す

。

捧

げ

方

は

図

を

参

考

に

し

て

下

さ

い

。

①

神

職

よ

り

渡

さ

れ

た

ら

根

本

を

右

手

で

上

か

ら

持

ち

、

左

手

は

下

か

ら

支

え

る

よ

う

に

受

け

取

り

ま

す

②

胸

の

高

さ

に

持

ち

捧

げ

る

祭

壇

の

前

に

進

み

一

礼

し

ま

す

③

玉

串

を

時

計

回

り

に

90

度

回

し

て

縦

に

持

ち

ま

す

④

左

手

を

下

げ

て

根

元

を

持

ち

祈

り

を

込

め

ま

す

⑤

さ

ら

に

時

計

回

り

に

1

８

０

度

回

し

て

、

根

本

を

奧

へ

向

け

ま

す

⑥

祭

壇

の

上

に

供

え

ま

す

。

こ

の

後

、

二

拝

二

拍

手

一

拝

の

作

法

で

お

参

り

し

ま

す

さっぽろ羊ヶ丘展望台にあるクラーク像



第19号（3） 久山年神社社報たよしの杜 令和5年4月15日 第19号（2） 久山年神社社報たよしの杜 令和5年4月15日

古
神
札
・

古
神
符
焼

納
祭

恙
な
く
終

了

ラ

ジ

オ

の

取

材

を

受

け

ま

し

た

建
築
案
が
で
き
ま

し
た

「

久

山

年

神

社

社

殿

百

周

年

記

念

事

業

実

行

委

員

会

」

の

3

回

目

の

会

議

を

2

月

に

行

い

ま

し

た

。

今

回

は

吉

川

建

設

様

か

ら

具

体

的

な

図

案

や

見

積

も

り

が

提

示

さ

れ

、

ぼ

ん

や

り

と

で

は

あ

り

ま

す

が

全

体

的

な

形

が

見

え

て

き

ま

し

た

。

と

は

い

え

何

と

言

っ

て

も

一

番

は

お

金

の

問

題

で

す

。

で

き

る

だ

け

削

れ

る

と

こ

ろ

は

削

っ

て

費

用

を

抑

え

つ

つ

、

し

か

し

お

金

を

か

け

る

と

こ

ろ

は

し

っ

か

り

と

か

け

て

、

今

後

は

細

か

い

調

整

を

し

て

参

り

ま

す

。

現

在

、

神

社

と

し

ま

し

て

も

出

来

る

だ

け

お

金

を

貯

め

て

い

ま

す

が

、

や

は

り

新

し

く

改

築

す

る

と

な

る

と

莫

大

な

費

用

が

か

か

り

ま

す

の

で

、

全

く

足

り

ま

せ

ん

。

建

築

費

用

が

確

定

し

ま

し

た

ら

ま

た

お

知

ら

せ

致

し

ま

す

の

で

、

何

卒

皆

さ

ま

の

お

力

添

え

を

お

願

い

致

し

ま

す

。

※

 

図

面

案

は

い

く

つ

か

提

示

し

て

頂

い

た

う

ち

の

一

例

で

す

。

初
午

祭
を

執
り
行

い
ま

し
た

↑ 側面（社殿左側）からの間取り（案）

将来のバリアフリーを考えてスロープを付ける予定です。

↑ 正面からの間取り（案）

現在は瓦の屋根ですが、銅板葺きに変更の予定です。

← 上からの間取り（案）

拝殿（参拝者が座る所）は間口を広くする予定です。

また現在は履物を脱いで上がる社殿ですが、今後は

土足のまま上がる土間式を考えてます。

2

月

3

日

（

金

・

節

分

）

に

古

神

札

・

古

神

符

焼

納

祭

を

執

り

行

い

ま

し

た

。

祭

典

の

後

に

忌

火

（

い

み

び

）

を

用

い

て

古

い

御

神

札

御

守

を

丁

重

に

お

焚

き

上

げ

致

し

ま

し

た

。

毎

年

お

願

い

し

て

い

ま

す

が

、

お

預

か

り

で

き

る

も

の

は

神

社

の

御

神

札

・

御

守

や

破

魔

矢

・

熊

手

な

ど

の

縁

起

物

で

す

。

神

社

以

外

の

宗

教

の

も

の

や

、

神

社

に

関

係

な

い

も

の

は

持

ち

込

ま

な

い

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

ち

な

み

に

○

○

神

社

・

○

○

社

・

○

○

宮

と

書

い

て

あ

る

物

は

神

社

の

も

の

で

す

。

○

○

寺

・

○

○

院

・

○

○

教

と

書

い

て

あ

る

も

の

は

お

寺

や

他

宗

教

の

も

の

な

の

で

お

預

か

り

出

来

ま

せ

ん

。

ご

協

力

お

願

い

し

ま

す

。

2

月

5

日

（

日

）

に

初

午

祭

（

は

つ

う

ま

さ

い

）

を

執

り

行

い

ま

し

た

。

初

午

祭

と

は

七

一

一

年

（

和

銅

４

年

）

の

初

午

の

日

に

、

稲

荷

神

社

の

神

様

が

京

都

の

伏

見

稲

荷

大

社

の

奥

に

あ

る

稲

荷

山

に

鎮

座

し

た

こ

と

か

ら

、

こ

の

日

を

大

祭

日

と

し

て

行

わ

れ

た

こ

と

が

起

源

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

現

代

で

は

新

暦

で

行

う

か

旧

暦

で

行

う

か

の

違

い

は

あ

り

ま

す

が

、

全

国

の

稲

荷

神

社

で

初

午

祭

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。
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古
神
札
・

古
神
符
焼

納
祭

恙
な
く
終

了

ラ

ジ

オ

の

取

材

を

受

け

ま

し

た

建
築
案
が
で
き
ま

し
た

「

久

山

年

神

社

社

殿

百

周

年

記

念

事

業

実

行

委

員

会

」

の

3

回

目

の

会

議

を

2

月

に

行

い

ま

し

た

。

今

回

は

吉

川

建

設

様

か

ら

具

体

的

な

図

案

や

見

積

も

り

が

提

示

さ

れ

、

ぼ

ん

や

り

と

で

は

あ

り

ま

す

が

全

体

的

な

形

が

見

え

て

き

ま

し

た

。

と

は

い

え

何

と

言

っ

て

も

一

番

は

お

金

の

問

題

で

す

。

で

き

る

だ

け

削

れ

る

と

こ

ろ

は

削

っ

て

費

用

を

抑

え

つ

つ

、

し

か

し

お

金

を

か

け

る

と

こ

ろ

は

し

っ

か

り

と

か

け

て

、

今

後

は

細

か

い

調

整

を

し

て

参

り

ま

す

。

現

在

、

神

社

と

し

ま

し

て

も

出

来

る

だ

け

お

金

を

貯

め

て

い

ま

す

が

、

や

は

り

新

し

く

改

築

す

る

と

な

る

と

莫

大

な

費

用

が

か

か

り

ま

す

の

で

、

全

く

足

り

ま

せ

ん

。

建

築

費

用

が

確

定

し

ま

し

た

ら

ま

た

お

知

ら

せ

致

し

ま

す

の

で

、

何

卒

皆

さ

ま

の

お

力

添

え

を

お

願

い

致

し

ま

す

。

※

 

図

面

案

は

い

く

つ

か

提

示

し

て

頂

い

た

う

ち

の

一

例

で

す

。

初
午

祭
を

執
り
行

い
ま

し
た

↑ 側面（社殿左側）からの間取り（案）

将来のバリアフリーを考えてスロープを付ける予定です。

↑ 正面からの間取り（案）

現在は瓦の屋根ですが、銅板葺きに変更の予定です。

← 上からの間取り（案）

拝殿（参拝者が座る所）は間口を広くする予定です。

また現在は履物を脱いで上がる社殿ですが、今後は

土足のまま上がる土間式を考えてます。

2

月

3

日

（

金

・

節

分

）

に

古

神

札

・

古

神

符

焼

納

祭

を

執

り

行

い

ま

し

た

。

祭

典

の

後

に

忌

火

（

い

み

び

）

を

用

い

て

古

い

御

神

札

御

守

を

丁

重

に

お

焚

き

上

げ

致

し

ま

し

た

。

毎

年

お

願

い

し

て

い

ま

す

が

、

お

預

か

り

で

き

る

も

の

は

神

社

の

御

神

札

・

御

守

や

破

魔

矢

・

熊

手

な

ど

の

縁

起

物

で

す

。

神

社

以

外

の

宗

教

の

も

の

や

、

神

社

に

関

係

な

い

も

の

は

持

ち

込

ま

な

い

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

ち

な

み

に

○

○

神

社

・

○

○

社

・

○

○

宮

と

書

い

て

あ

る

物

は

神

社

の

も

の

で

す

。

○

○

寺

・

○

○

院

・

○

○

教

と

書

い

て

あ

る

も

の

は

お

寺

や

他

宗

教

の

も

の

な

の

で

お

預

か

り

出

来

ま

せ

ん

。

ご

協

力

お

願

い

し

ま

す

。

2

月

5

日

（

日

）

に

初

午

祭

（

は

つ

う

ま

さ

い

）

を

執

り

行

い

ま

し

た

。

初

午

祭

と

は

七

一

一

年

（

和

銅

４

年

）

の

初

午

の

日

に

、

稲

荷

神

社

の

神

様

が

京

都

の

伏

見

稲

荷

大

社

の

奥

に

あ

る

稲

荷

山

に

鎮

座

し

た

こ

と

か

ら

、

こ

の

日

を

大

祭

日

と

し

て

行

わ

れ

た

こ

と

が

起

源

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

現

代

で

は

新

暦

で

行

う

か

旧

暦

で

行

う

か

の

違

い

は

あ

り

ま

す

が

、

全

国

の

稲

荷

神

社

で

初

午

祭

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。



一

般

的

に

こ

の

部

分

だ

け

が

言

わ

れ

る

事

が

多

い

の

で

、

こ

の

言

葉

に

続

き

が

あ

る

こ

と

を

ご

存

知

な

い

方

が

多

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

？

実

は

そ

の

続

き

の

部

分

に

ク

ラ

ー

ク

氏

の

真

意

が

あ

り

ま

す

。

全

文

を

ご

紹

介

し

ま

す

と

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

。

金

の

た

め

で

な

く

、

私

欲

の

た

め

で

な

く

、

名

声

と

い

う

浅

は

か

な

名

誉

の

た

め

で

も

な

く

、

人

間

と

し

て

い

か

に

あ

る

べ

き

か

を

求

め

る

大

志

を

抱

き

た

ま

え

」

と

続

き

ま

す

。

大

志

を

抱

く

こ

と

は

大

変

素

晴

ら

し

い

こ

と

で

す

し

、

お

金

や

私

欲

や

名

誉

の

た

め

で

な

い

な

ら

、

な

お

さ

ら

素

晴

ら

し

い

こ

と

で

す

。

で

す

が

大

志

だ

け

で

は

お

腹

３

月

の

Ｗ

Ｂ

Ｃ

で

は

日

本

代

表

が

優

勝

し

、

久

し

ぶ

り

の

明

る

い

話

題

に

元

気

を

頂

き

ま

し

た

。

コ

ロ

ナ

も

落

ち

着

い

て

き

ま

し

た

が

、

今

度

は

花

粉

症

で

苦

し

む

時

期

に

な

り

ま

し

た

。

と

く

に

今

年

は

花

粉

の

飛

散

量

が

多

い

よ

う

で

す

。

新

年

度

の

環

境

の

変

化

や

ス

ト

レ

ス

で

体

調

を

崩

し

や

す

い

時

期

な

の

で

体

調

管

理

に

は

気

を

付

け

て

お

過

ご

し

下

さ

い

。
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創建 文禄元年

久山年神社

編
集

後
記

久

山

年

神

社

社

報

第

十

九

号

た
よ
し
の
杜

は

膨

ら

み

ま

せ

ん

し

、

世

の

中

を

変

え

る

こ

と

は

難

し

い

の

が

現

実

で

す

。

生

活

を

す

る

上

で

最

低

限

の

お

金

は

必

要

で

す

し

、

人

生

を

豊

か

に

す

る

物

は

欲

し

く

な

り

ま

す

。

世

の

中

を

変

え

た

い

と

思

え

ば

名

誉

も

必

要

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

ら

は

人

間

と

し

て

は

当

た

り

前

の

欲

求

で

す

。

な

ぜ

ク

ラ

ー

ク

氏

は

「

欲

を

持

た

な

い

大

志

を

抱

け

」

と

言

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

？

最

後

の

「

人

間

と

し

て

い

か

に

あ

る

べ

き

か

～

」

の

部

分

が

重

要

の

よ

う

で

す

。

こ

れ

は

私

の

私

見

で

す

が

、

お

そ

ら

く

ク

ラ

ー

ク

氏

は

欲

求

は

人

間

に

必

要

な

も

の

だ

と

し

な

が

ら

も

「

私

利

私

欲

の

た

め

の

大

志

で

は

な

く

、

自

分

が

持

つ

あ

ら

ゆ

る

手

段

を

使

っ

て

世

の

中

に

役

立

つ

た

め

の

大

志

を

持

ち

な

さ

い

。

」

と

い

う

意

味

で

言

っ

た

の

だ

と

思

い

ま

す

。

つ

ま

り

、

手

に

入

れ

た

お

金

や

物

や

名

誉

を

使

っ

て

何

を

す

る

べ

き

か

？

そ

の

結

果

が

大

事

と

い

う

意

味

な

の

だ

と

思

い

ま

す

。

こ

れ

か

ら

社

会

に

出

る

皆

さ

ん

。

こ

れ

か

ら

は

自

分

が

ど

う

な

り

た

い

の

か

？

そ

し

て

ど

う

し

た

い

の

か

？

手

に

入

れ

た

物

を

使

っ

て

何

を

す

る

べ

き

か

？

そ

れ

ら

を

し

っ

か

り

と

考

え

て

社

会

で

活

躍

す

る

人

に

な

っ

て

ほ

し

い

と

願

い

ま

す

。

皆

さ

ん

の

今

後

の

健

闘

を

お

祈

り

し

ま

す

。

宮

司

本

田

孝

裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

B

o

y

s

,

 

b

e

 

a

m

b

i

t

i

o

u

s

.

』

早

い

も

の

で

今

年

も

春

に

な

り

、

出

会

い

と

別

れ

の

季

節

を

迎

え

ま

し

た

。

3

月

に

は

卒

業

式

、

4

月

に

は

入

学

式

が

あ

り

、

そ

れ

ら

の

行

事

を

迎

え

た

ご

家

族

の

皆

さ

ん

に

は

誠

に

お

慶

び

を

申

し

上

げ

ま

す

。

こ

の

3

年

間

は

コ

ロ

ナ

の

影

響

で

ず

っ

と

マ

ス

ク

を

着

け

た

ま

ま

だ

っ

た

の

で

、

よ

う

や

く

マ

ス

ク

を

外

し

て

も

構

わ

な

い

状

況

の

中

で

の

最

初

の

卒

業

式

や

入

学

式

は

、

逆

に

思

い

出

深

い

も

の

に

な

っ

た

と

思

い

ま

す

。

さ

て

4

月

16

日

は

「

ボ

ー

イ

ズ

ビ

ー

ア

ン

ビ

シ

ャ

ス

の

日

」

な

ん

だ

そ

う

で

す

。

北

海

道

の

札

幌

農

学

校

の

教

頭

だ

っ

た

ク

ラ

ー

ク

氏

が

日

本

を

離

れ

る

に

あ

た

っ

て

教

え

子

た

ち

に

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

」

と

い

う

言

葉

を

言

っ

た

の

が

こ

の

日

だ

っ

た

こ

と

か

ら

制

定

さ

れ

た

そ

う

で

す

。

こ

の

「

少

年

よ

、

大

志

を

抱

け

」

と

い

う

言

葉

は

誰

も

が

一

度

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

有

名

な

一

文

で

す

が

、

ボ

ー

イ

ズ

ビ

ー

ア

ン

ビ

シ

ャ

ス

そ

こ

が

知

り

た

い

！

神

社

の

いい いい いい いい
はは はは はは はは

ろ

ろろ

ろろ

ろろ

ろ

神

社

で

の

お

祭

り

や

お

祓

い

の

際

に

、

榊

の

枝

を

捧

げ

る

の

は

な

ぜ

で

す

か

？

ま

た

正

し

い

捧

げ

方

を

教

え

て

下

さ

い

。

ご

神

前

に

捧

げ

る

榊

の

枝

は

「

玉

串

（

た

ま

ぐ

し

）

」

と

い

い

ま

す

。

玉

串

を

捧

げ

る

よ

う

に

な

っ

た

理

由

は

日

本

神

話

に

由

来

す

る

の

で

す

が

、

長

く

な

る

の

で

こ

こ

で

は

割

愛

し

ま

す

。

榊

は

「

栄

木

」

と

も

い

わ

れ

、

文

字

通

り

「

栄

え

る

木

」

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

別

の

説

で

は

「

境

木

」

と

も

い

わ

れ

、

神

域

と

俗

世

の

境

を

示

す

意

味

も

あ

り

ま

す

。

神

社

の

周

り

に

榊

が

多

く

植

え

ら

れ

て

い

る

の

も

そ

の

た

め

で

す

。

そ

し

て

榊

は

１

年

を

通

し

て

青

い

常

緑

樹

で

す

。

神

社

に

は

心

身

と

も

に

健

康

な

状

態

で

お

参

り

す

る

事

が

大

切

と

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

榊

の

よ

う

に

常

に

青

々

と

若

々

し

い

気

持

ち

を

表

す

た

め

に

捧

げ

る

意

味

も

あ

り

ま

す

。

色

ん

な

意

味

が

あ

り

ま

す

が

、

い

ず

れ

に

し

て

も

神

社

と

は

縁

が

深

い

縁

起

が

良

い

植

物

で

す

。

（

字

も

木

へ

ん

に

神

と

書

き

ま

す

し

ね

）

QA

捧

げ

方

は

、

時

計

回

り

に

根

本

を

神

様

の

方

へ

向

け

て

目

の

前

の

祭

壇

に

捧

げ

ま

す

。

根

本

を

神

様

の

方

へ

向

け

る

の

は

、

植

物

が

根

か

ら

葉

へ

向

か

っ

て

成

長

す

る

よ

う

に

「

根

は

親

」

「

葉

は

子

」

と

い

う

考

え

か

ら

で

す

。

私

た

ち

日

本

人

の

祖

先

を

た

ど

っ

て

い

く

と

、

神

代

（

か

み

よ

）

の

時

代

ま

で

遡

り

ま

す

。

「

神

様

は

親

、

私

た

ち

は

子

供

、

こ

れ

か

ら

も

子

孫

が

栄

え

ま

す

よ

う

に

」

と

願

い

を

込

め

て

根

元

を

奧

に

し

て

捧

げ

る

訳

で

す

。

捧

げ

方

は

図

を

参

考

に

し

て

下

さ

い

。

①

神

職

よ

り

渡

さ

れ

た

ら

根

本

を

右

手

で

上

か

ら

持

ち

、

左

手

は

下

か

ら

支

え

る

よ

う

に

受

け

取

り

ま

す

②

胸

の

高

さ

に

持

ち

捧

げ

る

祭

壇

の

前

に

進

み

一

礼

し

ま

す

③

玉

串

を

時

計

回

り

に

90

度

回

し

て

縦

に

持

ち

ま

す

④

左

手

を

下

げ

て

根

元

を

持

ち

祈

り

を

込

め

ま

す

⑤

さ

ら

に

時

計

回

り

に

1

８

０

度

回

し

て

、

根

本

を

奧

へ

向

け

ま

す

⑥

祭

壇

の

上

に

供

え

ま

す

。

こ

の

後

、

二

拝

二

拍

手

一

拝

の

作

法

で

お

参

り

し

ま

す

さっぽろ羊ヶ丘展望台にあるクラーク像


