
国の登録有形文化財に指定！国の登録有形文化財に指定！国の登録有形文化財に指定！国の登録有形文化財に指定！祝
下今井諏訪神社  續麻・今井（兼平）神社

つう そ

　令和4年10月31日付で下今井諏訪神社、續麻・今井（兼平）神社の建造物8件が「国の登録有
形文化財」に指定されました。登録物件は何れも明治以前の建物で、年代的にも文化財的価値に
於ても貴重な物件です。今井では既に古池の塩原家住宅の4件が登録されています。
　公民館報で、1月30日号に下今井諏訪神社の４件、３月30日号に續麻・今井（兼平）神社の４件
を紹介します。

諏訪社本殿

　造立は寛
かん

延
えん

3年（1750）とする説が有力です。大
だい

工
く

棟
とうりょう

梁は諏訪の渡辺綱
つな まさ

政とあります。型式は一
いっ けん しゃ

間社流れ造
りで、本殿の柱間は間口2ｍ・奥行き1.8ｍで
奥行き1.7ｍの向

ご
拝
はい

が付いています。簡素な
造りではありますが、他に比較して大きな本
殿で気品を感じます。今井の神社本殿で最も
大きく古いものです。

今井地区文化財委員会 委員長　原 勝美

　大正4年諏訪神社に合祀され
遷
せん

座
ざ

されるまでは北耕地の八
はち

幡
まん

原
ばら

に祀られていました。造立
は寛

かん
政
せい

2年（1790）と棟
むな

札
ふだ

にあ
ります。大工棟梁は木曽宮ノ越狩

かり
戸
と

与
よ え も ん
右衛門

則
のり

道
みち

とあります。市
いち

場
ば

方
かた
（現：北耕地）に残る記

録に拠りますと、この本殿造立にあたって市
場方では、20余年にわたり穀物を集め金に
換え、造立資金として積み立てたとあります。

　 柱に打 付けられた棟 札には万
まん

延
えん

元 年
（1860）建替えとあります。この建物、入

いり
母
も

屋
や

造り瓦
かわら

葺
ふ

きで軒
のき

が深く、屋根が四方に張り出し、曲線のそり
が入れられており、どっしりとしながら舞

まい
殿
どの

にふさわしい鳥が
舞い立つ様な優美な姿をしています。回廊も付いており、この
地方では珍しい大きな規模のものです。

八坂社本殿

下今井下今井
　諏訪神社　諏訪神社

八幡社本殿

諏訪神社神楽殿

　天
てん

王
のう

社
しゃ

・祇
ぎ

園
おん

社
しゃ

とも呼ばれます。大正4年諏
訪神社に合祀されるまで南耕地に祀られてい
ました。造立は嘉

か
永
えい

4
年（1851）と棟札に
あります。大工棟梁は
当村増蔵（倉橋家）と
あります。形式は一間
社流れ造りで室の大
きさは間口1.5ｍ奥
行1.2ｍと小規模で
はありますが、両面後
方の袖

そで
垣
がき

・側
そく

面
めん

妻
つま

・向
ご

拝
はい

頭
かしら

貫
ぬき

の彫り物は見
事なものです。
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11
月
22
日
（
火
）、
29
名
が
参

加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

善
光
寺
街
道
青
柳
宿
を
歩
く

宮
本　

鐵
雄

　

青
柳
宿
ガ
イ
ド
付
き
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

　

善
光
寺
西
街
道
の
洗
馬
宿
か
ら

善
光
寺
ま
で
の
第
７
番
目
の
宿
場

が
青
柳
宿
で
あ
る
こ
と
、
里
坊
稲

荷
神
社
の
使
い
と
し
て
青
柳
宿
を

廻
り
火
の
用
心
を
し
て
く
れ
た
狐

に
ち
な
み
、
害
を
な
す
犬
を
飼
わ

な
い
習
慣
が
あ
る
こ
と
、
人
力
の

ノ
ミ
だ
け
で
切
り
開
い
た
大
切
通

し
等
ガ
イ
ド
さ
ん
の
説
明
に
満
足

で
し
た
。

大切通しにて

第
36
回 

今
井
ナ
イ
タ
ー

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
結
果

★ 

優　
勝　
下
新
田　

★ 

準
優
勝　
西
耕
地　

★ 

第
３
位　
東
耕
地

（
7
チ
ー
ム
参
加
）

今
井
地
区
の
人
口

　
　
　
　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在

W
杯
サ
ッ
カ
ー
・
カ
タ
ー

ル
大
会
の
決
勝
戦
、
フ
ラ

ン
ス
対
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

試
合
を
テ
レ
ビ
の
ラ
イ
ブ

で
観
た
。
カ
タ
ー
ル
と
の

時
差
は
６
時
間
、
日
本
時

間
の
午
前
0
時
か
ら
の
試
合
だ
っ

た
が
決
勝
戦
だ
、
1
回
く
ら
い
ラ

イ
ブ
で
観
る
の
も
良
い
か
▼
試
合

の
前
半
は
圧
倒
的
に
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
有
利
で
進
む
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
チ
ー
ム
力
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。

パ
ス
が
お
も
し
ろ
い
く
ら
い
繋
が

り
、
気
持
ち
の
余
裕
が
顔
に
表
れ

て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
ど
こ
と
な

く
元
気
が
な
い
よ
う
な
？
体
調
不

良
の
選
手
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
▼

し
か
し
後
半
、
さ
す
が
前
回
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
だ
。
ワ
ン

チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
な
ん
と
同
点

に
!!
ド
ー
ハ
の
会
場
は
8
万
人
を

超
え
る
観
客
の
歓
声
、
そ
の
熱
気

に
私
ま
で
興
奮
▼
何
と
延
長
戦
も

1
ー
1
で
P
K
戦
に
も
つ
れ
込
む
。

時
計
を
見
る
と
も
う
す
ぐ
3
時
。

湯
た
ん
ぽ
も
だ
い
ぶ
ぬ
る
く
な
る
。

結
局
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
P
K
戦

4
ー
2
で
制
し
優
勝
▼
興
奮
冷
め

や
ら
ぬ
中
寝
床
へ
。
頭
の
中
は
メ
ッ

シ
の
喜
び
の
笑
顔
が
焼
き
付
き
良

い
夢
が
見
ら
れ
そ
う
だ
。
夢
と
希

望
そ
し
て
“
決
し
て
最
後
ま
で
諦

め
な
い
こ
と
”
を
伝
え
て
く
れ
た

W
杯
に
ブ
ラ
ボ
ー
。

湯
湯
婆
を 

抱
え
観
戦 

W
杯

（
H
・
S
）

　

松
茸
山
荘
で
松
茸
入
り
の
昼
食

に
舌
鼓
を
打
ち
、
四
賀
化
石
館
で

鯨
の
全
身
化
石
を
見
学
し
、
こ
こ

が
か
つ
て
は
海
の
底
で
あ
っ
た
こ

と
に
驚
き
つ
つ
、
発
掘
さ
れ
た
鯨

の
元
と
な
る
化
石
を
発
見
し
た
小

学
生
の
そ
の
後
等
、
歴
史
を
感
じ

堪
能
し
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

公
民
館・福
祉
ひ
ろ
ば
共
催

公
民
館・福
祉
ひ
ろ
ば
共
催

善
光
寺
街
道
青
柳
宿

善
光
寺
街
道
青
柳
宿

ウ
ォ
ー
キ
ン

ウ
ォ
ー
キ
ン
ググ

世
帯
数  �����

一
、五
四
九
戸

（
前
年
同
日
比　
一
八
戸
減
）

人　
口  �����

三
、七
六
二
人

（
前
年
同
日
比　
二
〇
人
減
）

男　
性  �����

一
、八
三
二
人

（
前
年
同
日
比　
　
二
人
増
）

女　
性  �����

一
、九
三
〇
人

（
前
年
同
日
比　
二
二
人
減
）

参
加
者
の
感
想

シガマッコウクジラの全身骨格

多
文
化
共
生
の
第
３
弾

　
「
水
餃
子
」
料
理
教
室
が
、
11

月
26
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加

者
12
名
が
、
3
つ
の
テ
ー
ブ
ル
に

分
か
れ
て
作
り
ま
し
た
。
講
師
は

27
年
前
に
中
国
か
ら
来
日
し
た
原

田
莉
江
さ
ん
で
す
。
ま
た
、
以
前

莉
江
さ
ん
の
日
本
語
教
室
の
先
生

だ
っ
た
小
林
美
代
子
さ
ん
も
お
手

伝
い
し
て
く
れ
ま
し
た
。
莉
江
さ

ん
は
、
初
め
て
日
本
の
餃
子
を
食

べ
た
時
、
中
国
の
餃
子
と
の
違
い

に
驚
い
た
そ
う
で
す
。そ
し
て
、「
日

本
の
餃
子
は
お
か
ず
で
す
ね
」（
中

国
で
は
ハ
レ
の
主
食
）
と
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　

最
初
に
皮
を
作
り
、
次
に
具
を

作
り
ま
し
た
。
莉
江
さ
ん
が
手
本

を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
力
の

い
る
作
業
で
し
た
。
そ
し
て
、
休

ま
せ
て
お
い
た
皮
の
生
地
を
こ
ね

て
、棒
状
に
し
て
、切
っ
て
丸
め
て
、

麺
棒
で
延
ば
し
ま
し
た
。
簡
単
そ

う
に
見
え
た
皮
つ
く
り
も
、
厚
さ

も
形
も
ま
ち
ま
ち
。
す
る
と
、「
い

い
の
。
い
い
の
。
大
丈
夫
」
と
莉

江
さ
ん
。
と
に
か
く
、
具
が
出
な

い
よ
う
に
し
っ
か
り
押
さ
え
る
こ

と
が
大
事
。
餃
子
を
た
っ
ぷ
り
の

湯
で
ゆ
っ
く
り
と
か
き
混
ぜ
て
浮

い
て
き
た
ら
完
成
。
も
う
一
品
は
、

「
果
物
ス
ー
プ
」。
果
物
ス
ー
プ
は

中
国
北
部
で
寒
い
冬
に
よ
く
食
べ

る
の
だ
そ
う
で
す
。

　

親
子
で
参
加
し
て
く
れ
た
人
は

「
今
は
ス
マ
ホ
で
い
く
ら
で
も
レ

シ
ピ
は
見
ら
れ
る
け
ど
、
対
面
で

教
わ
る
の
も
い
い
な
と
思
い
ま
し

た
」「
皮
を
作
る
の
が
難
し
か
っ

た
け
ど
、
楽
し
か
っ
た
で
す
」
な

ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
多
文
化
共
生
の
第
3
弾

と
し
て
「
水
餃
子
」
を
作
り
ま
し

た
が
、多
文
化
共
生
と
は
何
か
。「
外

国
か
ら
日
本
に
来
る
多
く
の
文
化

を
持
つ
人
と
共
に
社
会
を
作
っ

て
、
一
緒
に
生
き
て
い
く
こ
と
」

で
す
。
松
本
市
は
「
多
文
化
共
生

プ
ラ
ザ
」
を
窓
口
に
、
様
々
な
活

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
を
！
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