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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も
、
楽
し
く

読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

最
近
は
元
旦
か
ら
店
が
開
い
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
子
ど
も
の

頃
の
正
月
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
正
月
を
祝

う
伝
統
行
事
や
慣
習
は
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
一
年

の
健
康
と
無
事
を
願
う
気
持
ち

が
、
そ
れ
ら
を
守
り
伝
え
て
き
た

の
で
し
ょ
う
ね
。

今
年
も
良
い
年
に
な
り
ま
す
よ

う
に
。

【
い
な
が
わ
特
派
員
】

一
年
の
始
ま
り
で
あ
る
お
正
月

に
は
、
昔
か
ら
日
本
各
地
で
新
年

を
祝
う
様
々
な
風
習
が
あ
り
、
町

内
で
も
伝
統
行
事
が
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。
行
事
の
多
く
は
、
農

村
地
域
の
五
穀
豊
穣
・
無
病
息
災

を
祈
願
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

も
の
で
、
娯
楽
の
少
な
か
っ
た
時

代
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

日
常
生
活
に
彩
を
そ
え
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
地
域
住
民
が
協
力
し

て
行
事
を
行
う
こ
と
で
、
結
束
力

や
結
び
つ
き
を
強
め
る
役
割
も
果

た
し
て
い
ま
し
た
。

伝
統
行
事
を
守
り
、
受
け
継
い

で
い
く
こ
と
は
、
時
間
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
要
す
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
伝
統
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い

く
こ
と
は
、
私
達
の
大
切
な
役
目

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

●
正
月
飾
り
の
蓬
莱

（
ほ
う
ら
い
）
さ
ん
●

伝
統
的
な
正
月
飾
り
の
蓬
莱
さ

ん
は
、
町
内
の
一
部
の
地
域
で
現

在
も
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
蓬
莱
さ

ん
と
は
、
三
方
の
盤
上
に
白
米
を

盛
り
、
上
に
み
か
ん
・
白
昆
布
・

か
や
の
実
・
串
柿
・
裏
白
・
柚

子
・
大
豆
な
ど
を
飾
っ
た
も
の
で
、

元

旦

の

朝
、
蓬
莱

さ
ん
を
恵

方
に
置
い

て
、
手
を

合
わ
せ
大

豆
や
か
や

の
実
を
食

べ
る
こ
と
で
、
一
年
間
の
無
病
息

災
を
祈
願
し
ま
し
た
。

●
猪
名
川
町
の
伊
勢
講
●

清
水
・
木
津
・
杉
生
な
ど
町
内

の
一
部
の
地
域
で
は
、
毎
年
１
月

11
日
頃
に
伊
勢
講
の
寄
り
合
い
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
伊
勢
講
と
は
、

伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
を
目
的
に
結

成
さ
れ
た
組
織
の
こ
と
で
、
江
戸

時
代
か
ら
全
国
的
に
広
ま
り
ま
し

た
。
個
人
で
伊
勢
参
り
に
行
く
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
だ
っ
た
時
代
、

グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
農
閑
期
に

輪
番
で
、
代
参
を
兼
ね
た
伊
勢
参

り
を
し
ま
し
た
。
猪
名
川
町
に
も

籠
や
馬
な
ど
を
使
い
片
道
４
日
間

か
け
て
参
拝
に
行
っ
た
と
い
う
記

録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

三矢の儀式

久保田　由美松永 ひさみ

新新
年年
をを
祝祝
うう
伝伝
統統
行行
事事

町町
内内
にに
今今
もも
残残
るる

昔昔
のの
おお
正正
月月
風風
景景

とんど祭り

消防出初式

● 三 矢 の 儀 式 ●
民田八幡神社では毎年１月６日に、新

年と長男の元服を祝う「三矢の儀式」が

行われます。神事の後、1 5歳で元服する

長男が父親に３本の矢を手渡します。父

親は、最初の２本をひし形の的を射て邪

気を祓い、平安と豊作を祈ります。次に

残りの１本の矢をその年の恵方の空に放

ち、息子の成長に感謝し、家の繁栄を願

います。的の裏には「鬼」という字が墨

で丸く塗りつぶしてあり、長男はその割

れた的を家まで持ち帰り、屋根の上に一

年間あげて無病息災、家内安全を祈りま

す。近年は、子どもの数の減少により、

長男役を大人が務めて伝統行事を守って

います。

とき 1月6日午前10時～同11時30分

ところ 八幡神社（民田地区）

● 消 防 出 初 式 ●
猪名川保育園園児による太鼓

演奏、消防署・消防団・防火ク

ラブなどによる行進や消防演技

があり、特に各地区の消防団が

集まって行う一斉放水は圧巻で

す。

とき １月９日午前９時30分～

ところ 文化体育館・総合公園

問合せ 消防本部（�766－0119）

● 初 釜 ●

●わくわく凧あげ大会●

琴の生演奏が流れる新春の華やいだ雰

囲気の中で、お茶を楽しみます。経験の

ない人も気軽に参加できます。

とき 1月23日午前10時～午後３時

ところ 文化体育館

茶席料 2 , 0 0 0円（抹茶・煎茶・点心の三

席）

問合せ 生涯学習課（�767－2600）

凧あげコンテストや、豚汁のふるまいもありま

す。正午からは新成人といっしょに祝い凧をあげ

ます。凧は各自持参のこと。

とき １月1 0日午前1 1時～午後０時3 0分（コンテス

ト参加希望者は午前10時30分～同10時50分受付）

ところ 総合公園

問合せ 生涯学習課（�767－2600）

● と ん ど 祭 り ●
小正月に、しめ縄などの正月飾

りを焼くとんど祭りが、毎年町内

各地で行われます。とんどの火で

焼いた餅を食べると一年を無病息

災で過ごせる、書初めを焼いて灰

が高く舞い上がると勉強ができる

ようになる、などの言い伝えがあ

ります。

昨年行われた楊津地区のとんど

祭り（写真）では、竹約5 0本を使

ったとんどが組まれ、約3 0 0人が参

加し、餅米6 0 k g分の餅がふるまわ

れました。

日時や場所は各地区によって違

います。各地域で確認してくださ

い。

●笹尾の戎まつり●
笹尾地区にある春日神社で

は、毎年「戎まつり」を開催

しています。1 8 5 2年（嘉永５

年）に西宮戎の分霊を受け、

笹尾地区に祀られたのがはじ

まりです。毎年、多くの人が

商売繁盛の祈願に訪れます。

福引券付きの吉兆（縁起物）

が800円で売られます。

とき １月1 0日午前７時～午

後５時頃

ところ 春日神社（笹尾地区）

問合せ 平井宅（�768－0837）

伊
勢
講
の
内
容
も
さ
ま
変
わ
り
し

て
お
り
、
正
月
に
当
番
の
家
に
寄

り
集
ま
っ
て
「
天
照
皇
太
神
宮
」

の
掛
け
軸
を
拝
み
、
お
酒
や
す
き

焼
き
な
ど
の
ご
ち
そ
う
を
囲
む
懇

親
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

日
帰
り
で
伊
勢
参
り
に
行
く
と
こ

ろ
も
あ
り
、
人
々
の
交
流
に
役
立

っ
て
い
ま
す
。

�
色
鮮
や
か
な
蓬
莱
さ
ん

２
０
０
５
年
、
新
し
い
年
の
幕
開
け
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
家

庭
で
は
、
お
せ
ち
料
理
や
お
雑
煮
を
囲
み
、
新
年
を
迎
え
て
お

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
町
内
で
も
、
祝
賀
気
分
を
さ
ら
に
盛

り
上
げ
て
く
れ
る
伝
統
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
が
、
盛
り
だ
く
さ
ん

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

今
回
は
、
そ
れ
ら
の
伝
統
行
事
を
中
心
に
猪
名
川
町
の
お
正

月
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。


