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下今井諏訪神社  續麻・今井（兼平）神社

つう そ

祝

　前号（1月30日号）の下今井諏訪神社の紹介に引き続き、今月号は、續
麻・今井（兼平）神社の４件を紹介します。

續麻社本殿

　續麻神社は近隣5ヶ村の総社といわれる格式を持っ
た神社でした。現在の御本殿は昭和22年兼平神社と合
祀の際、堂村の前田地籍から遷

せん
座
ざ
されたものです。安

あん

政
せい
6年（1859）大

だい
工
く
棟
とう
梁
りょう
木曽上田町武居輿

よ

右
え
衛門

もん
義則により造

ぞう
立
りゅう
と棟
むな
札
ふだ
にあります。形

式は一
いっ
間
けん
社
しゃ
流れ造りで棟に菊の紋章が付け

られ、一見簡素な造りですが味わい深い神殿
の造りです。

今井地区文化財委員会 委員長　原 勝美

　神楽殿は、昭和22年續麻神社と兼平神社
合祀の際、前田の續麻神社から移されたも

のです。柱に打付けられていた棟札には、嘉
か
永
えい
6年（1853）「奉

建立神楽殿」とあります。現在屋根は瓦
かわら
葺
ぶ
きですが、移設前の

写真には茅
かや
葺
ぶ
きの屋根になっています。この地へ移設の際に

屋根が葺き替えられたものと思われます。

神明社本殿

續麻・續麻・
  今井（兼平）神社  今井（兼平）神社

兼平社本殿

續麻・今井（兼平）神社神楽殿

　大正4年續麻神社に合祀されるまで、この
本殿は下新田に祀られていました。大正4年
の合祀の際、續麻神
社の境内へ遷座され
ました。その後昭和
22年の續麻神社と兼
平神社の合祀の際、
現在地に遷座されま
した。棟札によると造
立は安

あん
永
えい
9年（1780）

と古く、今井の現存
の神社本殿8社の
内、諏訪社の寛

かん
延
えん
3年

（1750）に次ぐ古い
ものです。

　兼平社の本殿は天
てん
保
ぽう
4年

（1833）造立とあります。
形式は一間社流れ造りの変
形です。屋根の正面に唐

から
破
は

風
ふ
が付けられていて、この構造は神社の本殿
の仕様としては非常に珍しく、正面や側面の
彫り物も彫りが深く優れたものです。大工棟
梁の記名はありませんが、名のある名工の手
によると思われます。
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世
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～
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い
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、

　
　
　
　  

共
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生
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あ
い
サ
ポ
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タ
ー
研
修

あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修

　
開
か
れ
る

　
開
か
れ
る

　

第
１
回
は
２
月
３
日
（
金
）
今

井
公
民
館
に
て
、
松
本
城
の
歴
史

と
世
界
遺
産
に
つ
い
て
の
お
話
が

あ
り
ま
し
た
。
講
師
は
、
松
本
市

文
化
財
課
の
上
條
昌
明
さ
ん
（
今

井
在
住
）
と
文
化
振
興
課
の
桑
島

直
昭
さ
ん
。

　

松
本
城
天
守
の
建
築
は
、
文
禄

２
～
３
年
（
１
５
９
３
～
９
４
）

石
川
数
正
・
康
長
父
子
に
よ
っ
て

造
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

　

武
士
の
時
代
が
終
わ
り
、
主
を

失
っ
た
城
は
な
く
な
る
運
命
に
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
を
食
い
止
め
た

の
は
市
川
量り
ょ
う

造ぞ
う

、
小
林
有う

也な
り

と

い
っ
た
先
人
と
、
そ
こ
に
協
力
し

た
市
民
た
ち
で
す
。

松本城の歴史と世界遺産について学ぶ
　

松
本
城
が
世
界
遺
産
登
録
を
目

指
す
取
り
組
み
は
、
２
０
０
１

年
「
国
宝
松
本
城
を
世
界
遺
産
に
」

推
進
実
行
委
員
会
が
発
足
。
現
在

国
宝
５
城
（
近
世
城
郭
）
を
束
に

す
る
と
い
う
方
向
で
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

第
２
回
は
２
月
22
日
（
水
）
松

本
城
を
３
班
に
分
か
れ
て
見
学
し

ま
し
た
。
外
か
ら
見
る
と
５
重
天

守
で
す
が
、
６
階
建
て
で
す
。
天

守
の
重
量
は
１
０
０
０
ト
ン
あ
る

そ
う
で
す
。
戦
う
た
め
の
黒
い

堅
固
な
天
守
と
、
平
和
な
時
代
に

な
っ
て
造
ら
れ
た
優
雅
な
辰た
つ

巳み

附つ
け

櫓や
ぐ
ら

・
月つ
き
み
や
ぐ
ら

見
櫓
。
数
々
の
優
れ
た
築

城
技
術
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。 松本城見学

　

２
月
18
日
（
土
）
今
井
福
祉
協

議
会
主
催
の
研
修
会
が
27
名
の
参

加
の
下
開
か
れ
ま
し
た
。

　

講
師
は
長
野
県
健
康
福
祉
部
障

が
い
者
支
援
課
の
水
澤
幸
子
さ

ん
。
信
州
あ
い
サ
ポ
ー
卜
運
動
の

目
的
、
事
業
内
容
等
を
話
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
あ
い
サ
ポ
ー
ト
運
動
と
は
、

①
障
が
い
に
つ
い
て
知
る
。
②
で
き

る
範
囲
で
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け
を

行
う
。
こ
の
２
点
に
よ
っ
て
障
が

い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が

暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
（
共
生

社
会
）
を
目
指
し
て
、
み
な
さ
ん

と
一
緒
に
つ
く
っ
て
い
く
運
動
で

す
。
ま
た
、
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
と

は
あ
い
サ
ポ
ー
ト
運
動
を
実
践
す

る
方
々
で
す
。
日
常
生
活
で
障
が

い
の
あ
る
方
が
困
っ
て
い
そ
う
な

時
に
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け
を
す

る
方
の
こ
と
、
困
っ
て
い
そ
う
な

方
を
見
か
け
た
ら
、
ま
ず
は
声
を

か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
外

見
か
ら
は
わ
か
ら
な
く
て
も
援
助

の
必
要
な
方
が
い
ま
す
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
援
助
が
必
要

な
方
の
た
め
の
マ
ー
ク
。
こ
の

マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
、
で
き
る

こ
と
を
無
理
せ
ず
に
行
動
に
移
せ

た
ら
と
思
い
ま
す
」
と
熱
く
語
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

援
助
が
必
要
な
方
の
た
め
の
マ
ー
ク

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

　

私
は
２
０
０
８
年
か

ら
６
年
間
マ
レ
ー
シ
ア

に
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。

最
初
の
１
年
半
は
、
家

族
も
帯
同
し
妻
と
中
学

生
の
２
人
の
子
供
と
過

ご
し
ま
し
た
。

　

高
温
多
湿
の
気
候
で

し
た
が
、
慣
れ
て
し
ま

う
と
、
過
ご
し
や
す
く

松
本
の
寒
さ
は
何
処
へ

No.289

長村　正一
（野口）

「住めば都
　マレーシア」

や
ら
・
・
日
本
人
学
校
に
通
う
子

供
た
ち
も
２
月
の
水
泳
大
会
を
不

思
議
な
気
持
ち
で
楽
し
ん
で
い
た

よ
う
で
す
。

　

マ
レ
ー
シ
ア
は
、
マ
レ
ー
人
、

中
国
人
、
イ

ン
ド
人
な
ど

の
多
民
族
国

家
で
、
宗
教

や
文
化
も
そ

れ
ぞ
れ
の
民

族
で
存
在
し
、

当
た
り
前
の

よ
う
に
日
々

を
過
ご
し
て

い
ま
す
。

　

日
本
に
い
る
と
宗
教
や
文
化
の

違
い
に
溶
け
込
む
こ
と
は
、
臆
病

に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
マ

レ
ー
シ
ア
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
お
祭

り
や
文
化
に
誰
も
が
参
加
し
誰
も

が
楽
し
ん
で
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
私
た
ち
も
、
異
な
る
文
化

や
風
習
を
知
り
、
一
緒
に
楽
し
め

た
こ
と
は
、
貴
重
な
経
験
に
な
り

ま
し
た
。

　

地
球
と
い
う
大
き
な
世
界
に
は

い
ろ
い
ろ
な
民
族
が
居
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
教
や
文
化
が
あ
っ
て
、

お
互
い
を
理
解
し
尊
重
す
る
気
持

ち
が
あ
れ
ば
、
争
い
ご
と
の
な
い

地
球
国
が
出
来
る
の
で
は
。
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