
                             

大
お

お 
祓

は
ら
え 

 

〈
祭
典
は
雪
ヶ
谷
八
幡
神
社
で
行
い
ま
す
〉 

 
大

祓

お
お
は
ら
え

は
『
形
代

か
た
し
ろ(

人
の
形
を
し
た
紙
）
』
に
、
日
頃
私
達
の
生
活 

の
中
で
知
ら
ぬ
間
に
接
し
生
じ
た
心
身
の
罪
や

穢
け
が
れ

を
移
し
、 

こ
れ
を
祓 は

ら

い
、
海
河
に
流
し
清
め
る
神
事
で
、
清
浄
で
明
る
い 

 

生
活
が
営
め
る
よ
う
に
願
い
を
込
め
て
、
六
月
と
十
二
月
に 

 

行
わ
れ
ま
す
。 

『

祓
は
ら
え

』
の
習
俗
の
起
源
は
古
く
「
イ
ザ
ナ
ギ
の

尊
み
こ
と

が 

ア
ハ
ギ
原
で

穢
け
が
れ

を
祓
っ
た
」
等
の
神
話
に
表
れ
て
い
ま
す
。 

六
月
の
大

祓

お
お
は
ら
え

は
古
来
よ
り
『
夏
越

な

ご

し

祓
は
ら
え

』
『
夏

祓

な
つ
は
ら
え

』
と
称
し
、 

夕
刻
に

祓
は
ら
え

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

「
風
そ
よ
ぐ
奈
良
の
小
川
の
夕
暮
れ
は

禊
み
そ
ぎ

ぞ
夏
の
し
る
し 

な
り
け
り
」
こ
れ
は
平
安
朝
の
大

祓

お
お
は
ら
え

の
状
景
を
詠
ん
だ
も
の 

で
す
。
又
、
新
古
今
集
に
「
水
無
月

み

な

づ

き

の
名
越

な

ご

し

の

祓
は
ら
え

す
る
人
は 

千 ち

と
せ
の
い
の
ち
延
ぶ
と
い
う
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
罪

穢

つ
み
け
が
れ 

 

が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幸
福
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味 

で
す
。
一
茶
の
句
に
、
「
形
代

か
た
し
ろ

に
さ
ら
ば
を
す
る
児 こ

か
な
」 

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
形
代

か
た
し
ろ

を
流
す
』
様
を
詠
ん
だ
も
の 

 

で
あ
り
ま
す
。 

 

茅 ち

の の

輪 わ 

〈
雪
ヶ
谷
八
幡
神
社
で
お
く
ぐ
り
頂
け
ま
す
〉 
 

神
代
の
昔
、
素
戔
鳴
尊

す
さ
の
お
の
み
こ
と

様
が
大
勢
の
神
々
と
共
に
、
日
本
の 

 

国
土
に
住
ま
い
す
る
人
達
の
平
和
と
産
業
の
発
展
の
為
に 

 

諸
国
を
視
察
し
廻
っ
て
い
る
際
に
、
あ
る
貧
し
い
一
軒
の 

家(

蘇
民
将
来

そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

と
云
う
人)

で
一
夜
の
暖
か
い
待
遇
を
受
け
た 

 

事
を
大
変
感
謝
し
、
「
も
し
世
の
中
に
悪
い
病
気
が
は
や
り 

 

出
し
た
ら
『
茅(

チ
カ
ヤ)

』
を
も
っ
て
輪
を
作
り
腰
に
か
け 

 

れ
ば
、
必
ず
一
切
の
悪
疫
か
ら
免
れ
る
事
が
出
来
る
」
と 

 

お
教
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
此
の
古
事
に
習
っ
て
茅
の
輪
の 

信
仰
が
広
ま
り
、
現
在
は
茅ち

の
輪わ

を
潜 く

ぐ

る
事
に
よ
っ
て
、
悪
疫

あ
く
え
き 

を
逃
れ
、
種
々
の
罪

穢

つ
み
け
が
れ

が
清
め
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

茅 ち

の の

輪 わ

の
く
ぐ
り
方 

 

「
祓
へ
給
へ(

は
ら
え
た
ま
え)

」 
 

「
清
め
給
へ(
き
よ
め
た
ま
え)

」  
 

「
守
り
給
へ(
ま
も
り
た
ま
え)

」 
 

「
幸
へ
給
へ(

さ
き
わ
え
た
ま
え)

」 

と
唱
え
な
が
ら 

 

ま
ず
、
茅
の
輪
の
前
に
立
ち
、 

一
礼
し
て
く
ぐ
り
ま
す
。（
一
回
目
） 

 

次
に
、
①
左
に
廻
っ
て
再
び
茅
の
輪
の
前
に
立
ち
、 

一
礼
し
て
く
ぐ
り
ま
す
。（
二
回
目
） 

 

次
に
、
②
右
に
廻
っ
て
再
び
茅
の
輪
の
前
に
立
ち
、 

一
礼
し
て
く
ぐ
り
ま
す
。（
三
回
目
） 

 

次
に
、
③
左
に
廻
っ
て
再
び
茅
の
輪
の
前
に
立
ち
、 

一
礼
し
て
く
ぐ
り
、 

 

（
四
回
目
） 

ご
神
前
に
進
み
お
参
り
し
ま
す
。 

 

形
か

た

代
し

ろ

流
な

が

し 

〈
東
京
湾
上
〉 

 

形
代

か
た
し
ろ

を
海
原

う
な
ば
ら

に
て
祓
い
、
災
難
を

防
ぎ
幸
福
を
祈
念

き

ね

ん

す
る
行
事
。 

 

屋
形
船
に
乗
船
し
、
東
京
湾
内 

 

海
上
に
て
祭
典
を
行
い
ま
す
。 

祭
典
後
は
船
内
で
直
会

な
お
ら
い

、
湾
内
を 

 

遊
覧
し
帰
港
。 

 

ど
な
た
で
も
ご
参
加
頂
け
ま
す
。 

                          

令
和
七
年
は 

七
月
四
日(

金)

に
行
い
ま
す 

 

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、 

お
申
込
み
下
さ
い
。 

 

電話 03-3728-0753   

 

雪ヶ谷八幡神社 



                             

形
代(

か
た
し
ろ)

の
仕
方
『
人
形
代(

ひ
と
が
た)

』『
車
形
代(

く
る
ま
が
た)

』 
 

『
人
形
代

ひ

と

が

た

』
に
心
身
の
罪
穢

つ
み
け
が
れ

を
お
移
し
頂
き
ま
す
。 

 

袋
か
ら
形
代
を
取
り
出
し
、
一
人
一
枚
ず
つ
、 

 

①
氏
名
・
生
年
月
日
を
記
入
し
、 

②
身
体
を
撫な

で
、 

 

③
息
を
三
度
吹
き
か
け
、 

 

再
び
袋
に
収
め
、 

雪
ヶ
谷
八
幡
神
社
へ
お
納
め
下
さ
い
。 

 

『
車
形
代

く

る

ま

が

た

』
も
同
様
に
、 

車
名
・
登
録
番
号
を
記
入
し
、 

お
車
を
お
撫
で
下
さ
い
。 

車名 

 ナンバー 

お
名
前 

生
年
月
日 

形
代(

か
た
し
ろ)

の
納
め
方 

  

『
人
形
代

ひ

と

が

た

』
『
車
形
代

く

る

ま

が

た

』
の
お
申
込
み
は  

 

〈
神
社
へ
直
接
〉  

又
は  

〈
郵
送
〉 

に
て 

 

六
月
二
十
九
日
祭
典
前
正
午
迄
に 

雪
ヶ
谷
八
幡
神
社
へ
お
納
め
下
さ
い
。 

（
ご
家
族
分
、
未
使
用
分
も
ご
一
緒
に
袋
に
お
納
め
下
さ
い
。） 
 『

人
形
代

ひ

と

が

た

』
『
車
形
代

く

る

ま

が

た

』
の
初
穂
料(

祓
料)

の
お
納
め
は  

 

〈
神
社
へ
直
接
〉
又
は
〈
郵
送
〉
又
は
〈
振
込
〉
に
て 

 

形
代
に
合
わ
せ
お
納
め
下
さ
い
。 

  

     

人
形
代
初
穂
料

ひ

と

が

た

は

つ

ほ

り

ょ

う  (

一
袋
一
世
帯) 

 

一
、
〇
〇
〇
円
也  

  

車
形
代

く

る

ま

が

た

初
穂
料

は

つ

ほ

り

ょ

う  (

一
車
輌)      
一
、
〇
〇
〇
円
也 

 

令
和
七
年 

雪
ヶ
谷
八
幡
神
社
で
の
大
祓
神
事 

領 収 書     令和７年  月  日 
 

             様 
 

 金 １３，０００ 円  
 

但し「大祓形代流し行事」参加費として 
 

雪ヶ谷八幡神社  受付者          ㊞  

令和７年 雪ヶ谷八幡神社「大祓形代流し行事」参加申込 

氏名                  電話番号                

住所                                        

大祓祭     
祭典・神事・形代について

雪ヶ谷八幡神社 

振込先  ゆうちょ銀行  

１０１８０ ８０１８０７３１

０１８ 普通 ８０１８０７３

八幡神社（ハチマンジンジャ）


