
こ

の

た

び

平

成

の

御

代

替

り

に

よ

り

新

元

号

は

令

和

と

改

元

さ

れ

ま

し

た

。

六

四

五

年

の

大

化

か

ら

数

え

て

二

四

八

番

目

の

元

号

に

な

り

ま

す

。

改

元

は

御

代

替

り

の

時

や

、

明

治

以

前

は

国

の

祝

事

や

危

機

の

時

に

も

行

わ

れ

ま

し

た

。

元

号

は

天

皇

の

御

代

を

表

象

す

る

と

共

に

、

日

本

人

に

共

通

す

る

時

間

軸

と

し

て

用

い

ら

れ

て

き

ま

し

た

。

こ

の

度

の

御

代

替

り

に

あ

た

っ

て

の

世

の

中

の

雰

囲

気

は

、

神

職

と

し

て

毎

年

ご

奉

仕

す

る

真

夜

中

の

元

旦

の

初

詣

風

景

に

重

な

り

ま

す

。

大

晦

日

の

夜

更

け

に

境

内

に

多

く

の

参

拝

者

が

集

ま

り

ま

す

。

年

明

け

の

瞬

間

を

待

つ

人

々

は

、

一

年

の

終

わ

り

を

名

残

惜

し

み

な

が

ら

も

新

年

へ

の

期

待

に

包

ま

れ

て

い

る

よ

う

に

見

え

ま

す

。

そ

し

て

十

二

時

に

太

鼓

の

合

図

が

年

明

け

を

知

ら

せ

る

と

、

歓

声

を

上

げ

る

人

、

新

年

の

挨

拶

を

交

わ

す

人

、

心

を

こ

め

て

新

年

の

お

参

り

を

す

る

人

な

ど

瞬

く

間

に

晴

れ

や

か

な

空

間

に

変

わ

り

ま

す

。

ま

る

で

境

内

の

灯

が

自

然

に

明

る

さ

を

増

し

た

よ

う

で

す

。

日

に

ち

を

ま

た

ぐ

と

い

う

意

味

で

は

他

の

日

と

変

わ

り

な

い

は

ず

な

の

で

す

が

、

毎

年

年

明

け

の

瞬

間

に

全

て

の

人

の

「

時

」

が

切

り

替

わ

っ

た

と

肌

で

感

じ

ら

れ

る

の

で

す

。

御

代

替

り

に

あ

た

っ

て

の

今

の

雰

囲

気

は

こ

れ

に

似

た

印

象

を

受

け

ま

す

。

こ

の

一

斉

に

時

を

切

り

替

え

心

を

新

た

に

す

る

日

本

人

独

特

の

感

覚

は

、

我

々

の

心

に

共

通

し

て

存

在

す

る

時

代

を

超

え

た

精

神

で

す

。

常

若

の

精

神

に

も

通

じ

る

こ

の

感

覚

は

、

連

綿

と

繋

が

る

日

本

の

歴

史

と

文

化

が

も

た

ら

し

た

恩

恵

と

い

え

ま

し

ょ

う

。

先

祖

か

ら

受

け

継

ぐ

文

化

は

令

和

の

文

字

か

ら

も

感

じ

ら

れ

ま

す

。

由

来

は

『

万

葉

集

』

巻

五

の

序

文

で

す

が

、

漢

字

一

文

字

ず

つ

に

様

々

な

意

味

が

あ

り

ま

す

。

「

令

」

は

良

い

、

命

ず

る

の

他

に

「

お

き

て

」

の

意

。

奈

良

平

安

時

代

に

法

治

国

家

を

築

い

た

日

本

の

国

作

り

の

基

盤

と

な

っ

た

の

は

「

律

令

」

す

な

わ

ち

法

律

で

し

た

。

「

和

」

と

は

調

和

す

る

様

子

の

意

。

古

代

に

聖

徳

太

子

が

制

定

し

た

十

七

条

の

憲

法

第

一

条

に

「

和

を

も

っ

て

貴

し

と

な

す

」(

政

治

は

和

や

か

な

状

態

で

話

し

合

い

、

事

を

進

め

よ)

と

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

漢

字

の

一

文

字

に

も

日

本

の

文

化

と

歴

史

の

積

み

重

ね

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

。

令

和

の

御

代

が

全

て

の

人

に

と

っ

て

素

晴

ら

し

い

時

代

と

な

る

よ

う

ご

祈

念

申

し

上

げ

ま

す

。

平

安

末

期

文

治

元

年

(

一

一

八

五

)

の

創

建

以

来

、

当

社

は

人

々

の

篤

い

信

仰

を

受

け

て

き

ま

し

た

。

十

六

世

紀

に

豊

臣

秀

吉

や

江

戸

幕

府

に

よ

り

大

阪

城

の

鬼

門

守

護

神

と

し

て

社

殿

境

内

が

整

え

ら

れ

、

十

八

世

紀

末

に

は

祠

官

廣

渕

肥

後

守

義

直

(

現

宮

司

の

祖

先

)

が

衰

微

し

た

社

殿

境

内

を

復

興

し

ま

し

た

。

現

在

の

本

殿

は

昭

和

十

一

年

、

拝

殿

は

昭

和

五

年

に

建

築

さ

れ

、

当

時

の

有

名

建

築

家

・

池

田

谷

久

吉

に

よ

り

設

計

監

督

さ

れ

た

貴

重

な

社

殿

で

す

。

昭

和

五

十

年

代

に

本

殿

塗

り

直

し

、

拝

殿

屋

根

葺

き

替

え

を

し

ま

し

た

が

、

建

築

か

ら

約

九

十

年

経

っ

た

今

で

は

大

変

傷

み

が

激

し

く

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

貴

重

な

社

殿

を

百

年

先

の

更

な

る

後

世

に

残

す

た

め

に

、

当

社

で

は

令

和

二

年

二

月

よ

り

「

本

殿

拝

殿

等

改

修

事

業

」

を

行

い

ま

す

。

本

殿

銅

板

屋

根

葺

き

替

え

や

拝

殿

一

部

解

体

修

復

な

ど

大

掛

か

り

な

た

め

、

約

二

年

の

工

期

を

予

定

。

期

間

中

の

各

祭

典

や

奉

賛

活

動

は

社

報

や

掲

示

で

お

知

ら

せ

し

ま

す

。

本

事

業

が

御

神

徳

の

高

揚

発

展

と

氏

子

崇

敬

者

様

に

と

っ

て

素

晴

ら

し

い

機

会

に

な

る

よ

う

鋭

意

努

力

し

ま

す

の

で

、

ご

理

解

ご

奉

賛

の

程

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。
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昭

和

十

一
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建

築

当
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の

本
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美

し

い

極
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塗
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二
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