
桜参道
半
町
参
道

大杉稲荷
社

新稲参
道

阿比太神社の俯瞰図阿比太神社の俯瞰図表紙撮影はココ！
表紙撮影はココ！

豊作を願う豊作を願う

厄払い厄払い

厄払い厄払い

実りに感謝する実りに感謝する

民
話
に
伝
わ
る

神
社
へ
の
愛
着

一
年
を
ふ
り
返
り

気
持
ち
を
新
た
に

変
わ
ら
な
い
存
在
で

あ
る
こ
と
の
難
し
さ

　

村
同
士
の
対
抗
心
と
、
人
々
が
同
社
に
寄

せ
る
思
い
の
強
さ
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

だ
。「
今
で
も
必
ず
ご
自
分
の
地
域
の
参
道
か

ら
入
っ
て
く
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
」
と
内
藤

さ
ん
は
話
す
。

「
阿
比
太
神
社 

鳥
居
争
い
」

　
『
阿
比
太
神
社
』
が
〝
牧
の
大
宮
さ

ん
〞
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
の
話
。半

町
、桜
、新
稲
の
村
人
た
ち
は「
牧
の
大

宮
さ
ん
は
う
ち
の
氏
神
様
や
」
と
互
い

に
ゆ
ず
ら
ず
、
祭
の
た
び
に
喧
嘩
が
絶

え
な
か
っ
た
。そ
こ
で
あ
る
夜
、
村
の

長
た
ち
が
集
ま
り
「
三
村
で
競
争
を
し

て
、
も
っ
と
も
早
く
立
派
な
鳥
居
を
奉

納
し
た
村
が
祭
を
取
り
仕
切
る
こ
と

に
し
よ
う
」
と
決
め
た
。こ
れ
を
偶
然

耳
に
し
た
の
が
、
お
酒
を
飲
ん
で
集
会

所
の
床
下
で
寝
て
い
た
桜
村
の
大
工
、

九
郎
兵
衛
さ
ん
。さ
っ
そ
く
仕
事
に
取

り
か
か
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
本
殿
の

前
に
黒
木
（
ク
ヌ
ギ
の
生
木
）
の
鳥
居

を
建
て
て
し
ま
っ
た
。一
夜
に
し
て
現

れ
た
大
き
な
鳥
居
に
村
人
た
ち
は

び
っ
く
り
。以
来
、
桜
村
が
祭
を
取
り

仕
切
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

阿比太神社　宮司
内藤景治さん

　

同
社
の
御
祭
神
で
あ
る
素
盞
鳴
尊
は
全
国

で
崇
敬
さ
れ
て
い
る
神
様
だ
。多
く
の
神
話

に
登
場
し
、あ
る
時
は
英
雄
、あ
る
時
は
荒
ぶ

る
神
、
ま
た
夫
や
和
歌
の
元
祖
な
ど
多
彩
な

性
格
を
持
つ
。そ
こ
か
ら
武
道
、
天
候
、
縁
結

び
、夫
婦
円
満
、学
問
と
幅
広
い
神
徳
が
信
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。求
め
ら
れ
る
神
徳

は
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
る
。た
と
え
ば
農
耕

地
帯
な
ら
天
候
を
あ
や
つ
る
農
耕
神
と
崇
め

ら
れ
、
人
口
が
多
く
病
が
流
行
り
や
す
い
都

市
部
で
は
病
除
け
の
神
と
な
る
。ま
る
で

人
々
の
願
い
を
映
す
鏡
の
よ
う
だ
。

　

か
つ
て
同
社
と
三
村
の
周
り
は
広
大
な
農

耕
地
だ
っ
た
。「
春
に
は
『
節
分
祭
』、『
祈
年

祭
』、『
春
祭
』で
豊
作
を
願
い
、秋
に
は『
秋
季

例
大
祭
』と『
賑
わ
い
祭
』、『
新
嘗
祭
』で
豊
穣

に
感
謝
す
る
。祭
事
の
多
さ
か
ら
い
か
に
農

業
が
大
切
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
」
と
内

藤
さ
ん
。

　

祭
事
の
日
取
り
は
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
ほ
ど

の
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
。「
毎
年
同
じ
日
に
、

同
じ
儀
式
を
、
同
じ
よ
う
に
続
け
る
こ
と
が

と
て
も
大
切
な
ん
で
す
」
と
内
藤
さ
ん
は
話

す
。そ
の
土
台
に
は「
時
間
は
過
ぎ
去
る
も
の

で
は
な
く
、巡
り
巡
っ
て
く
り
返
す
も
の
」と

い
う
日
本
の
伝
統
的
な
時
間
意
識
が
あ
る
。

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
り
続
け

る
こ
と
が
、
人
々
の
心
に
安
息
を
も
た
ら
し

て
き
た
。

　

と
は
い
え
時
代
の
変
化
に
ど
う
対
応
す
る

か
は
難
し
い
問
題
だ
。「
変
え
る
と
し
た
ら
ど

う
変
え
る
の
か
、
決
し
て
変
え
て
は
い
け
な

い
も
の
は
何
か
。常
に
見
据
え
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
」と
内
藤
さ
ん
。

　
『
延
喜
式
神
名
帳
』の
時
代
か
ら
時
を
重
ね

て
現
在
。同
社
と
地
域
の
関
わ
り
は
続
い
て

い
る
。毎
年
12
月
23
日
に
は
旧
桜
村
に
あ
た

る
箕
面
市
桜
か
ら
氏
子
の
み
な
さ
ん
が
集
ま

り
、
本
殿
前
の
鳥
居
の
た
め
に
新
し
く
し
め

縄
作
り
を
す
る
。九
郎
兵
衛
さ
ん
の
時
代
か

ら
き
っ
と
変
わ
ら
な
い
光
景
だ
。年
越
し
の

瞬
間
に
は
多
く
の
人
が
初
詣
に
並
び
、
深
夜

２
時
頃
ま
で
行
列
が
続
く
と
い
う
。

　

大
昔
と
は
変
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。日
曜

以
外
の
毎
朝
行
わ
れ
る
「
早
朝
体
操
会
」
と

「
太
極
拳
同
好
会
」で
は
、
地
域
住
民
か
ら
の

呼
び
か
け
で
境
内
を
貸
し
出
し
て
い
る
。信

仰
と
は
違
っ
た
と
こ
ろ
で
、
声
を
か
け
合
う

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

参
加
者
に
よ
る
清
掃
活
動
の
お
か
げ
で
、
境

内
周
辺
は
い
つ
も
き
れ
い
な
の
だ
そ
う
。「
地

域
の
方
の
気
持
ち
が
あ
っ
て
こ
そ
、
神
社
は

維
持
し
て
い
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
内

藤
さ
ん
は
語
っ
た
。

　

あ
と
数
日
で
一
年
が
終
わ
り
、
ま
た
新
し

い
一
年
が
始
ま
る
。初
心
に
返
る
気
持
ち
で

訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

23日23日 祈年祭
「年」は稲の意味。稲作が始まる
春の始めに五穀豊穣を願う
「年」は稲の意味。稲作が始まる
春の始めに五穀豊穣を願う

2月3日2月3日
節分祭・大護摩火焚祭節分祭・大護摩火焚祭
立春の前日に向こう一年の
災厄を払う
立春の前日に向こう一年の
災厄を払う

秋季例大祭の前の日曜日秋季例大祭の前の日曜日
賑わい祭賑わい祭
一年でもっとも盛大な祭。
氏子のみなさんの協力で神輿太鼓が
５つの地域から宮入りし、神楽を奉納する。
屋台の出店もあり大勢の参拝客でにぎわうという

一年でもっとも盛大な祭。
氏子のみなさんの協力で神輿太鼓が
５つの地域から宮入りし、神楽を奉納する。
屋台の出店もあり大勢の参拝客でにぎわうという

12月31日
大祓式
12月31日
大祓式

1月1日
元旦祭
1月1日
元旦祭

15日
とんど
15日
とんど

11月23日11月23日
新嘗祭・もみじ祭新嘗祭・もみじ祭
春の「祈年祭」と対を
なす秋の収穫祭
春の「祈年祭」と対を
なす秋の収穫祭

10月23日10月23日
秋季例大祭秋季例大祭
今年の豊作に感謝する今年の豊作に感謝する

農耕に関わる春と秋の祭と、

夏と冬の厄払いがそれぞれ対になっている。

数百年の昔から守り続けてきた暦には、

「時を経て原初の神様とくり返し出会う」

という意味が込められているそう

取材協力

阿比太神社
住所：箕面市桜ケ丘 1-8-1
TEL：072-721-2096
URL：http://abita.or.jp/

12月31日　年越しの大祓
宮司による茅の輪くぐりの先導と大祓式
①11:00　②13:00　③15:00　④17:00
※開門中は上記時間外でも、参拝や茅の輪くぐりは可能

す
さ
の
お
の
み
こ
と

に
い
な
め
さ
い

　

阪
急
箕
面
線「
牧
落
駅
」か
ら
15
分
ほ
ど
歩

く
と
、
住
宅
街
の
真
ん
中
に
鎮
守
の
森
を
背

負
う
神
社
が
現
れ
た
。『
阿
比
太
神
社
』（
以

下
、同
社
）は
長
年
厚
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ

の
地
域
の
氏
神
様
だ
。か
つ
て
は
半
町
、
桜
、

新
稲
と
い
う
３
つ
の
村
の
中
間
に
あ
り
、
今

も
各
村
の
名
前
が
つ
い
た
参
道
が
三
方
向
に

伸
び
て
い
る
。

　

鳥
居
も
３
基
あ
り
、
２
基
は
半
町
と
新
稲

の
参
道
入
り
口
に
立
つ
。そ
し
て
桜
の
参
道

に
は
な
ぜ
か
鳥
居
が
な
く
、
残
る
１
基
は
本

殿
前
に
し
め
縄
を
掲
げ
て
立
っ
て
い
る
と
い

う
珍
し
い
造
り
。鳥
居
の
謎
に
つ
い
て
宮
司

の
内
藤
景
治
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ

る
民
話
を
語
っ
て
く
れ
た
。

あ

び

た

は
ん
じ
ょ

に
い
な

阿比太神社の一年阿比太神社の一年

「ひとつの説ですが大昔は宮
司がおらず、地域に守られてき
たお宮さんだったのかもしれ
ません。だからこんな民話が
生まれたのかも」と内藤さん

京都伏見稲荷大社の三之峯
から大杉稲荷大神の分霊を
奉祀したもの。五穀豊穣、商
売繁昌を担う

大杉稲荷社（末社）

め
ぐ
る
季
節
に
豊
穣
を
祈
る

阿
比
太
神
社

阿
比
太
神
社

あ

び

た

『
阿
比
太
神
社
』は
延
長
5
年（
9
2
7
年
）に
編
纂
さ
れ
た

『
延
喜
式
神
名
帳
』
に
も
そ
の
名
を
連
ね
る
由
緒
正
し
い
神

社
だ
。古
く
か
ら
地
域
の
人
々
の
手
で
支
え
ら
れ
て
き
た

歴
史
に
つ
い
て
、宮
司
の
内
藤
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

へ
ん
さ
ん

6月30日
夏越し祓
6月30日
夏越し祓

4月23日
春祭・稲荷祭
4月23日
春祭・稲荷祭

こよみ

巻
頭

特
集

ふかんふかん
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