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守
ろ
う
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
　
毎
月
17
日
は
「
子
ど
も
安
全
の
日
」
で
す
。

【問合せ】学校教育課・文化財課

■ 大宿所
おおしゅくしょ

のお祭
まつり

・・・12月
がつ

15日
にち

貍

大宿所
おおしゅくしょ

はおん祭
まつり

に協力
きょうりょく

する侍
さむらい

の泊
と

まったところです。

侍
さむらい

や巫女
み こ

の行列
ぎょうれつ

が町
まち

を歩
ある

き、巫女
み こ

による「湯立
ゆたて

」という行事
ぎょうじ

があります。

■ お渡
わた

り式
しき

・・・12月
がつ

17日
にち

豺

正午
しょうご

から巫女
み こ

や稚児
ち ご

が馬
うま

に乗
の

り、おん祭
まつり

の時
とき

にだけ神様
かみさま

がおいでになるお

旅所
たびしょ

までお渡
わた

りをします。平安時代
へいあんじだい

からある日使
ひのつかい

から始
はじ

まり、江戸時代
え ど じ だ い

に加
くわ

わった大名行列
だいみょうぎょうれつ

まで、いろいろな伝統的
でんとうてき

な衣装
いしょう

を着
き

た人
ひと

たちの行列
ぎょうれつ

です。

一
いち

の鳥居
とり い

（修理工事中
しゅうりこうじちゅう

）をくぐると、「影向
ようごう

の松
まつ

」という松
まつ

の木
き

の前
まえ

で、

いろいろな芸能
げいのう

を行
おこな

い（「松
まつ

の下式
したしき

」）、それからお旅所
たびしょ

へむかいます。

参道
さんどう

では稚児
ち ご

が馬
うま

の上
うえ

から矢
や

を射
い

る「流鏑馬
や ぶ さ め

」や、2頭
とう

の馬
うま

が競争
きょうそう

する

「競馬
けいば

」も行
おこな

われます。

■ お旅所祭
たびしょさい

・・・12月
がつ

17日
にち

豺午後
ご ご

2時
じ

半
はん

～

神様
かみさま

がいる仮
かり

の屋形
やか た

の前
まえ

の芝舞台
しばぶたい

で、巫女
み こ

の神楽
かぐ ら

や田楽
でんがく

、猿楽
さるがく

、舞楽
ぶが く

など古
ふる

くから日本
にほ ん

に伝
つた

わる芸能
げいのう

が、夜
よる

遅
おそ

くまでつぎつぎと奉納
ほうのう

されます。

こたえ：「おん祭
まつり

」「題目立
だいもくたて

」「翁舞
おきなまい

」の3つ

※重要無形民俗
文化財じゅうようむけ

いみんぞくぶん
かざい

ってなに？

衣食住
いしょくじゅう、生業

せいぎょう

、信仰
しんこう

、年中行事
ねんちゅうぎょ

うじ

な

どに関
かん

する風俗
ふうぞく

慣習
かんしゅう

、民俗芸能
みんぞくげいの

う

など、

日常生活
にちじょうせい

かつ

の中
なか

で生
う

み出
だ

され、受
う

け継
つ

がれてきた中
なか

から、特
とく

に重要
じゅうよう

なもの

を国
くに

が指定
してい

してるんだ。
奈
良
市

な

ら

し

で
は
お
ん
祭
ま
つ
り
だ
け
で
は
な
く
、
上
深
川
町

か
み
ふ
か
わ
ち
ょ
う

に
伝つ
た

わ

る
「
題
目
立

だ
い
も
く
た
て

」
と
い
う
神
事
芸
能

し
ん
じ
げ
い
の
う

や
、
能
楽
の
う
が
く

の
原
点
げ
ん
て
ん

と
い
わ

れ
る
奈
良
な

ら

豆
比
古

ず

ひ

こ

神
社
じ
ん
じ
ゃ

（
奈
良
阪
町

な
ら
ざ
か
ち
ょ
う

）
の
「
翁
舞

お
き
な
ま
い
」
が
、
国く
に

の
※

重
要
無
形
民
俗

じ
ゅ
う
よ
う
む
け
い
み
ん
ぞ
く

文
化
財

ぶ
ん
か
ざ
い

に
指
定
し
て
い

さ
れ
て
い
ま
す
。




