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　景気の良し悪し、社会の状況に関わらず、毎
年たくさんの人がお正月には初詣に出かけます。
せっかくお参りをするのですから、作法を覚えて
みませんか？
　栃木県内の神社に関わるさまざまな事務や地
域振興を行っている栃木県神社庁の事務局長
で、神主さんでもある堀口邦夫さんに、神社の
基礎知識やお参り作法などを伺いました。

神
社
へ
の
初
詣
、

こ
れ
だ
け

知
っ
て
い
れ
ば

大
丈
夫
！

地
域
の
歴
史
と
文
化
を
、

神
社
か
ら
知
ろ
う
！

堀
口　

神
社
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、一
般
的
に
は

次
の
と
お
り
で
す
（
図
１
）。

① 

本
　
殿
…
…
ご
祭
神
の
鎮
座
す
る
建
物
で

す
。

② 

幣
　
殿
…
…
本
殿
と
拝
殿
を
つ
な
ぐ
建
物
で

す
。

③ 

拝
　
殿
…
…
神
様
を
拝
む
建
物
で
す
。
参

拝
者
が
お
祓
い
を
受
け
た
り
、

祭
典
を
行
っ
た
り
し
ま
す
。

④ 

神
楽
殿
…
…
神
楽
を
奉
納
す
る
と
こ
ろ
で

す
。

⑤ 

狛
　
犬
…
…
参
道
の
両
側
に
魔
除
け
と
し
て

一
対
で
置
か
れ
る
、
獅
子
型
の

像
で
す
。

⑥ 

手
水
舎
…
…
お
参
り
の
前
に
手
や
口
を
す
す

ぎ
、清
め
る
た
め
の
建
物
で
す
。

⑦ 

鳥
　
居
…
…
俗
界
と
聖
域
を
区
別
す
る
た
め

に
、
参
道
の
入
り
口
な
ど
に
建

て
ら
れ
る
建
造
物
で
す
。

　

他
に
、神
社
の
事
務
を
執
り
行
う
「
社
務
所
」

や
、
ご
祭
神
と
縁
故
の
深
い
神
様
を
祀
る
「
末

社
」、
神
聖
な
樹
木
「
御
神
木
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

堀
口　

神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
広
さ
が
違
い
ま
す
し
、

独
自
の
し
き
た
り
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
く 

一
般
的
な
作
法
を
お
話
し
し
ま
す
。

　

参
拝
す
る
と
き
は
、
ま
ず
鳥
居
を
く
ぐ
る
前

に
服
装
を
整
え
ま
す
。
そ
し
て
、一
礼
（
深
い
お

じ
ぎ
）
を
し
て
か
ら
、
入
り
ま
す
。
鳥
居
を
く

ぐ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
社
の
ご
神
域
に
入
る
こ

と
で
す
か
ら
「
失
礼
し
ま
す
、
足
を
踏
み
入
れ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
気
持
ち
で
お
く

ぐ
り
く
だ
さ
い
。

　

参
道
を
歩
い
て
拝
殿
に
向
か
う
の
で
す
が
、
そ

の
時
に
中
央
は
な
る
べ
く
歩
か
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
。
参
道
の
中
央
は
「
正せ

い
ち
ゅ
う中
」
と

いって
、
神
様
の
通
り
道
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

神
社
の
参
道
脇
に
は
「
手て

み
ず
し
ゃ

水
舎
」
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
両
手
を
清
め
、
口
を
す
す
ぎ
ま
す
。

① 

右
手
で
柄ひ

し
ゃ
く杓

を
持
っ
て
水
を
汲
み
、
左
手
に

水
を
か
け
て
清
め
ま
す
。

② 

次
に
、
柄
杓
を
左
手
に
持
ち
替
え
て
、
同
じ

よ
う
に
右
手
を
清
め
ま
す
。

③ 

も
う
一
度
柄
杓
を
右
手
に
持
ち
替
え
て
、
左

手
に
く
ぼ
み
を
作
っ
て
そ
こ
に
水
を
受
け
、
そ

の
水
を
口
に
含
ん
で
す
す
ぎ
ま
す
。
こ
の
時
、

柄
杓
に
直
接
口
を
つ
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

④ 

口
を
つ
け
た
左
手
に
、
も
う
一
度
水
を
か
け

て
清
め
ま
す
。

⑤ 

最
後
に
、
水
を
入
れ
た
柄
杓
を
立
て
、
柄
の

部
分
に
水
を
流
し
て
か
ら
、
元
に
戻
し
ま
す
。

　

初
詣
な
ど
の
時
は
か
な
り
混
雑
す
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
は
手
水
を
省
略
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
神
社
に
よ
っ
て
は

神
主
さ
ん
や
巫
女
さ
ん
が
手
水
を
し
て
く
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
ま
ず
両

手
で
水
を
受
け
て
手
を
清
め
て
か
ら
、
再
び
両

手
で
受
け
た
水
で
口
を
す
す
ぎ
ま
す
。
そ
し
て

も
う
一
度
両
手
で
水
を
受
け
て
清
め
、
ハン
カ
チ

な
ど
で
口
を
拭
って
か
ら
手
を
拭
い
ま
す
。

　

手
水
は
、
こ
れ
か
ら
神
様
に
お
参
り
を
す
る

た
め
に
自
分
を
清
め
る
の
で
す
か
ら
、
手
や
口
だ

け
で
は
な
く
、
心
も
清
め
る
（「
洗
心
」
と
い
い

ま
す
）
つ
も
り
で
、
丁
寧
に
行
って
く
だ
さ
い
。

堀
口　

拝
殿
に
お
参
り
を
す
る
時
は
、
ま

ず
鈴
を
鳴
ら
し
、
自
分
が
神
様
の
前
に
い

る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
続
い
て
お

賽
銭
を
賽
銭
箱
に
入
れ
、
神
様
に
手
を

合
わ
せ
ま
す
。
そ
の
際
の
作
法
は
「
二

礼
二
拍
手
一礼
」
で
す
。「
二
礼
」
は
「
二

拝
」
と
も
言
い
ま
す
。
深
い
お
じ
ぎ
を

２
回
す
る
こ
と
で
す
。
二
礼
の
後
で
手
を

２
回
打
ち
、
最
後
に
ま
た
深
く
お
じ
ぎ

を
し
ま
す
。

　

こ
れ
が
一
般
的
な
お
参
り
の
作
法
で

す
。

　

初
詣
で
混
雑
し
て
い
る
時
は
鈴
を
鳴
ら

せ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
で
も
「
二
礼
二
拍
手
一
礼
」
は

必
ず
お
守
り
く
だ
さ
い
。

堀
口　

近
年
は
、
引
い
た
お
み
く
じ
を
そ
の
場
で

読
み
、
す
ぐ
に
神
社
が
設
け
て
い
る
結
び
場
や
境

内
の
木
の
枝
に
結
ん
で
帰
る
方
が
、
多
い
よ
う
で

す
。

　

お
み
く
じ
は
、
大
吉
や
小
吉
と
いっ
た
運
を
見

る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仕
事
や
生
活
の
場
で

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
れ
ば
良
い
か
な
ど
を

伝
え
る
、
神
様
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
大
切
に
家
に
持
って
帰
って
、
じ
っ
く
り
と
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
き
っ
と
何
か
し
ら
得
る
も

の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

﹁
二
礼
二
拍
手
一礼
﹂が
基
本

○
初
詣
、お
参
り
に
つ
い
て

昨
年
の
お
守
り
、

お
札
は
神
社
に
納
め
ま
す

○
お
み
く
じ
、お
札
、お
守
り

図 1   神社の構成

栃木県神社庁参事
事務局長

堀口  邦夫さん
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神
社
の
境
内
に
は
ど
ん
な

建
物
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?

Q1

鳥
居
を
く
ぐ
る
時
に
は

作
法
が
あ
り
ま
す
か
?

お
み
く
じ
は
引
い
た
あ
と
は

ど
う
す
る
の
が

良
い
の
で
し
ょ
う
か
?

Q2Q4

拝
殿
に
お
参
り
を
す
る
時
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
?

Q3

② 幣殿

① 本殿

⑤ 狛犬

⑦ 鳥居

④ 神楽殿

⑥ 手水舎

参道

③ 拝殿
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持
ち
帰
っ
て
じ
っ
く
り
読
ん
だ
後
で
、
神
社
に

戻
す
場
合
に
は
、
指
定
さ
れ
た
場
所
に
て
い
ね
い

に
結
ん
で
く
だ
さ
い
。
お
守
り
と
し
て
き
ち
ん
と

保
管
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

堀
口　

お
守
り
、
お
札
は
１
年
限
り
の
も
の
で
す

か
ら
、
毎
年
お
受
け
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
古
い
お
守
り
や
お
札
は
、
神
社
に
お
戻
し
さ
れ

る
の
が
、
基
本
で
す
。
絵
馬
や
破
魔
矢
な
ど
の

お
飾
り
も
同
じ
で
す
。

　

神
社
に
は
必
ず
古
い
お
守
り
、
お
札
を
納
め

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ち
ら
に
戻
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
新
し
い
お
守
り
、
お
札
で
、

新
し
い
１
年
を
送
ら
れ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　
一
般
の
家
庭
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
で
お
受
け

に
な
っ
た
お
札
や
お
飾
り
な
ど
も
、
同
様
に
１
年

限
り
で
す
か
ら
、
去
年
の
も
の
は
神
社
に
お
戻
し

く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
は
、
お
求
め
に
な
ら
れ
た

神
社
に
戻
さ
れ
ま
す
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

毎
年
求
め
ら
れ
た
お
守
り
を
ず
っ
と
取
っ
て
置

か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
年
に
お

受
け
に
な
っ
た
お
守
り
、
お
札
は
年
が
改
ま
る
と

と
も
に
神
様
に
お
戻
し
に
な
る
の
が
基
本
で
す
。

　

返
さ
れ
た
お
札
や
縁
起
物
を
焼
い
て
無
病
息

災
を
願
う
「
ど
ん
ど
焼
き
」
と
い
う
風
習
も
あ

り
ま
す
の
で
、
神
社
に
問
い
合
わ
せ
て
利
用
さ
れ

る
の
も
、
良
い
と
思
い
ま
す
。

堀
口　

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

近
所
に
あ
る
神
社
に
お
参
り
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
有
名
な
神
社
、
大
き
な
神
社

に
お
参
り
す
る
の
は
、
そ
の
後
で
良
い
で
し
ょ
う
。

堀
口　

神
社
で
神
様
に
お
仕
え
す
る
人
を

「
神し

ん
し
ょ
く職

」
と
い
い
ま
す
。「
神か

ん
ぬ
し主

」
と
い
う
の
も
、

神
職
と
同
じ
で
す
。

　

神
社
の
中
で
神
職
を
束
ね
る
の
が
「
宮ぐ

う
じ司
」

で
す
。
企
業
で
言
え
ば
代
表
取
締
役
に
当
た
り

ま
す
。

　

何
人
も
の
神
職
が
い
る
神
社
で
は
、
宮
司
の
他

の
神
職
を
「
禰ね

ぎ宜
」「
権ご

ん

禰ね

ぎ宜
」
と
呼
び
ま
す
。

　

神
社
で
神
事
に
奉
仕
す
る
女
性
を
「
巫み

こ女
」

と
言
い
ま
す
。

　

ま
た
、
神
社
の
神
様
に
守
ら
れ
て
い
る
地
域
の

人
た
ち
を
「
氏う

じ
こ子

」
と
言
い
ま
す
。
神
社
は
神

職
だ
け
で
な
く
、
氏
子
の
皆
さ
ん
に
ご
奉
仕
や
ご

協
力
を
い
た
だ
く
か
ら
こ
そ
、
成
り
立
っ
て
い
け

る
の
で
す
。「
総そ

う
だ
い代

」
は
氏
子
さ
ん
の
代
表
の
方

を
言
い
ま
す
。
総
代
さ
ん
に
は
、
神
職
と
一
緒

に
な
っ
て
神
社
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
で
大
切
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

堀
口　

栃
木
県
内
に
は
神
社
が
１
９
０
０
社
以
上

あ
り
ま
す
。
宇
都
宮
市
内
に
も
、
約
１
６
０
社

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の
お
住
ま
い
や

会
社
の
近
く
に
も
、
探
せ
ば
き
っ
と
そ
の
土
地
の

神
社
が
あ
る
は
ず
で
す
。
散
歩
の
際
な
ど
に
お

参
り
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

神
社
に
は
本
務
神
社
と
兼
務
神
社
が
あ
り
ま

す
。
神
主
が
ふ
だ
ん
常
駐
し
て
い
る
神
社
（
住
ん

で
い
な
い
場
合
も
含
み
ま
す
）
を
本
務
神
社
、

そ
れ
以
外
を
兼
務
神
社
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
宇

都
宮
市
内
の
神
社
も
、
多
く
が
兼
務
神
社
で
す
。

平
均
す
る
と
、
１
人
の
神
主
が
10
社
を
見
て
い
る

計
算
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
氏
子
さ
ん
や

そ
の
代
表
で
あ
る
総
代
さ
ん
の
協
力
を
い
た
だ
く

こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
神
職
と
地
域
の
皆
さ
ん

が
共
同
で
氏
神
様
を
守
って
い
る
の
で
す
。

　
堀
口　

社
長
や
幹
部
だ
け
で
お
参
り
さ
れ
る
会

社
も
あ
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
社
員
の
方
々
も

参
加
さ
れ
る
と
、
社
内
の
結
束
力
を
高
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
せ
っ
か

く
お
参
り
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
表
者
の
方
だ

け
で
も
新
年
の
ご
祈
祷
も
お
受
け
に
な
ら
れ
る

と
良
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
事

前
に
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

堀
口　

神
社
は
昔
か
ら
、
地
域
の
信
仰
を
集
め
、

地
域
社
会
の
核
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
神
社
の
お

祭
り
は
神
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々
の
交
流
の

機
会
で
も
あ
り
、
地
域
社
会
の
結
束
を
深
め
る

た
め
の
大
切
な
行
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

近
年
は
、
あ
ら
た
め
て
地
域
社
会
の
大
切
さ

が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
企
業
活
動
に

は
、
地
域
社
会
の
活
性
化
が
不
可
欠
で
す
が
、

そ
の
一つ
の
軸
と
し
て
、
お
祭
り
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
は
国
の
経
済
を
支
え
る
存
在
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
域
社
会
の
発
展
が
地
域
の

中
小
企
業
の
成
長
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
神
社
の
役
割
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
神
様
＝
氏
神
様
を
祀

って
い
る
神
社
は
、
健
全
な
地
域
社
会
の
シ
ン
ボ
ル

と
言
って
い
い
で
し
ょ
う
。

　

初
詣
や
地
域
の
お
祭
り
に
参
加
し
て
、
神
様

に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
の
大
切
さ

を
改
め
て
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
神
職
と
し
て

こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
初
詣
の
時
だ
け
で
な
く
、
ふ
だ
ん
の
お

参
り
の
時
に
も
ぜ
ひ
気
に
か
け
て
ほ
し
い
作
法
を

中
心
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　

神
社
に
お
参
り
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
伝
統

に
参
加
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
休
日
な
ど

に
は
散
歩
が
て
ら
近
所
の
神
社
を
訪
ね
て
、
歴
史

や
文
化
に
思
い
を
は
せ
る
の
も
、
楽
し
い
で
し
ょ

う
。
神
社
の
来
歴
な
ど
も
図
書
館
で
調
べ
た
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
分
か

り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
地
域
の
歴
史
に
親
し
ん
で
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

●神棚にお参りする時は、神社へのお参りと同様に
「二礼　二拍手　一礼」です。

●神棚には三社造と一社造があります。三社造の
場合は中央に伊勢神宮の神札「神宮大麻」、向
かって右側に氏神様の神札、左側にその他の神
社の神札を置きます。一社造では奥から他の神社、
氏神様、神宮大麻の順に置いていきます。

●神棚の位置は、家庭であれば一家の集う居間に、
南向きまたは東向きに設置します。棚を取り付けて
置きますが、どうしても付けられない場合には、タ
ンスの上など置くことのできる場所を探して清浄に
し、設置してください。

●会社の場合も南向きまたは東向きとなります。場
所は会社の中心となる部屋と言われていますから、
社長室やメインオフィスなどが良いでしょう。

●家族や親族に不幸があった場合は、神棚の前に
白紙（半紙）を貼って「喪」に服してください。
期間は 49日または 50日間です。

●神棚にお供えする神饌（しんせん）は米、酒、塩、
水が主となります。

● 12月（師走）は新年を迎えるための月ではありま
すが、神様を迎えるための準備の期間でもありま
す。家の大掃除と共に神棚を清掃し、古いお札
から新しいお札に取り替え新年を迎えます。

ご存じですか？ 神棚あれこれ

宇都宮市内の
本務神社
（栃木県神社庁提供）

宇都宮二荒山神社
（うつのみやふたあらやまじんじゃ）

宇都宮市馬場通り1-1-1
TEL.028-622-5271

三祖神社（さんそじんじゃ）
宇都宮市満美穴町32
TEL.028-667-0518

平出雷電神社
（ひらいでらいでんじんじゃ）

宇都宮市平出町3848
TEL.028-661-5372

高龗神社（たかおじんじゃ）
宇都宮市大曽

TEL.028-622-8586

八坂神社（やさかじんじゃ）
宇都宮市今泉4-16-28
TEL.028-621-0248

中嶋神社（なかじまじんじゃ）
宇都宮市中島町

TEL.028-633-6793

高龗神社（たかおじんじゃ）
宇都宮市下桑島町

TEL.028-656-4764

栃木県護国神社
（とちぎけんごこくじんじゃ）

宇都宮市陽西町1-37
TEL.028-622-3180

塩釜稲荷神社
（しおがまいなりじんじゃ）

宇都宮市南一の沢町
TEL.028-636-0790

日吉神社（ひよしじんじゃ）
宇都宮市古賀志町352
TEL.028-652-1536

髙龗神社（たかおじんじゃ）
宇都宮市下小池町1127

TEL.028-669-2052

智賀都神社（ちかつじんじゃ）
宇都宮市徳次郎町2478

TEL.028-665-5158

今宮神社（いまみやじんじゃ）
宇都宮市新里町丁830
TEL.028-665-0717

高龗神社（たかおじんじゃ）
宇都宮市上戸祭町

TEL.028-622-7505

白山神社（はくさんじんじゃ）
宇都宮市高松町

TEL.028-674-3366

高龗神社（たかおじんじゃ）
宇都宮市芦沼町970
TEL.028-674-4055

五料神社（ごりょうじんじゃ）
宇都宮市金田町

TEL.028-674-2083

神
社
は
地
域
の

伝
統
文
化
の
守
り
手

○
地
域
社
会
と
神
社

右手で柄杓を持って水を汲
み、左手に水をかけて清めま
す。

柄杓を左手に持ち替えて、同
じように右手を清めます。

もう一度柄杓を右手に持ち替
えて、左手にくぼみを作ってそ
こに水を受け、その水を口に
含んですすぎます。

水を入れた柄杓を立て、柄の
部分に水を流してから、元に
戻します。

手水の使い方 古
い
お
札
や
お
守
り
は

ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
?

Q5

神
社
に
は
ど
の
よ
う
な

役
職
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?

Q7

栃
木
県
内
や
宇
都
宮
市
内
に
は
、

神
社
は
何
社
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?

Q8

新
年
の
仕
事
始
め
に

神
社
に
お
参
り
す
る
会
社
も

増
え
て
い
ま
す
か
？

Q9

地
域
に
お
け
る

神
社
の
役
割
に
つ
い
て
、

ど
う
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
?

Q10

初
詣
は
、

大
き
な
神
社
で
な
く
て
は

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
?

Q6
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