
第90号
平成31年 春

お
伊
勢
さ
ん
の
歳
時
記

4
月
3
日
　
神
武
天
皇
祭
遙
拝

4
月
4
日
　
神
田
下
種
祭

4
月
11
日
　
大
麻
用
材
伐
始
祭

4
月
26
日
　
植
樹
祭

4
月
28
〜
30
日
　
春
の
神
楽
祭

4
月
30
日
　
大
祓

5
月
1
〜
3
日
　
御
即
位
奉
祝
神
楽 

5
月
1
日
　
神
御
衣
奉
織
始
祭

5
月
13
日
　
神
御
衣
奉
織
鎮
謝
祭

5
月
14
日
　
風
日
祈
祭

　
　
　
　
　
神
御
衣
祭
　

5
月
31
日
　
大
祓

6
月
1
日
　
御
酒
殿
祭

6
月
15
〜
25
日
　
月
次
祭

6
月
30
日
　
大
祓

内宮を流れる五十鈴川は、倭姫命が御裳を濯がれた
ことから「御裳濯川」（みもすそがわ）とも雅称されます。
題字は本会会長の松下正幸による浄書。表紙は、暗
闇をほのかに照らす灯明。

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
だ
よ
り

特
集

灯
芯
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電
球
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
、
人
々
は
植
物
や

そ
の
加
工
品
を
燃
や
し
て
灯
り
に
し
て
き
ま
し

た
。
屋
外
で
は
庭
火
や
篝か
が
り
び火

、
松た
い
ま
つ明

。
屋
内
で

は
奈
良
時
代
か
ら
植
物
の
油
を
用
い
た
灯
明
や

和
ろ
う
そ
く
が
社
寺
を
中
心
に
。
江
戸
時
代
に

菜
種
油
の
製
造
が
始
ま
る
と
、皿
に
油
を
入
れ
、

そ
こ
に
浸
し
た
灯
芯
に
火
を
と
も
し
照
明
と
し

ま
し
た
。

　

灯
芯
と
は
、
藺い
ぐ
さ草

か
ら
取
り
出
し
た
ズ
イ

（
髄
）の
こ
と
。
原
料
と
な
る
藺
草
は
イ
グ
サ
科

の
多
年
草
。
別
名
ト
ウ
シ
ン
ソ
ウ
と
も
い
い
、

畳
表
の
原
料
と
は
種
類
が
異
な
り
、茎
が
太
く
、

丈
の
短
い
品
種
で
す
。

　

奈
良
県
生
駒
郡
安
堵
町
で
は
、
江
戸
中
期
か

ら
昭
和
四
十
三
年
頃
ま
で
灯
芯
用
の
藺
草
が
栽

培
さ
れ
、
町
の
女
性
た
ち
は
農
作
業
の
合
間
に

灯
芯
を
ひ
く（
取
り
出
す
）仕
事
を
担
っ
て
き
ま

し
た
。

　

今
も
神
宮
の
夜
の
祭
典
で
は
灯
明
を
用
い
て

い
ま
す
。
今
号
で
は
、
東
大
寺
の
お
水
取
り
な

ど
各
地
の
伝
統
行
事
を
支
え
る
安
堵
町
の
灯
芯

に
か
か
わ
る
歴
史
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
湿
地
を
生
か
し
た
冬
の
田
植
え

　　

伊
勢
か
ら
車
で
約
二
時
間
。
安
堵
町
は
、
全

国
で
三
番
目
に
小
さ
い
町
で
、
世
界
最
古
の
木

造
建
築
で
知
ら
れ
る
法
隆
寺
の
す
ぐ
東
隣
に
あ

り
ま
す
。

　

町
は
大
和
川
、
富と
み

雄お

川
、
岡
崎
川
が
合
流
す

る
低
湿
地
帯
。
こ
こ
に
水
田
を
拓
い
た
先
人
た

ち
は
、水
は
け
の
悪
い
土
壌
を
逆
手
に
と
っ
て
、

米
の
裏
作
に
湿
地
を
好
む
藺
草
を
選
ん
だ
の
で

す
。

「
地
の
利
を
生
か
し
た
こ
と
に
先
人
の
深
い
洞

察
力
を
感
じ
ま
す
。
安
堵
町
で
は
稲
刈
り
を
終

え
た
晩
秋
に
藺
草
を
植
え
る
の
で
『
冬
の
田
植

え
』
と
言
い
、
灯
芯
の
こ
と
は
『
と
う
し
み
』

と
呼
ん
で
き
ま
し
た
」

　

橋
本
紀
美
さ
ん
は
、
安
堵
町
歴
史
民
俗
資
料

館
の
館
長
。
町
の
歴
史
や
伝
統
、
民
俗
資
料
を

展
示
す
る
同
館
は
、安
堵
町
役
場
の
す
ぐ
近
く
。

郷
土
の
旧
宅
を
活
用
し
た
館
内
で
は
、
灯
芯
ひ

き
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
、
定
期
的
に
体

験
会（
事
前
申
込
制
）を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

高
度
経
済
成
長
期
、
電
灯
の
普
及
や
工
場
開

発
な
ど
様
々
な
要
因
か
ら
、
町
で
は
藺
草
の
生

産
が
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
平
成
八
年
に

「
灯
芯
保
存
会
」
が
発
足
。
資
料
館
前
の
水
田

で
藺
草
栽
培
を
復
活
さ
せ
、
灯
芯
ひ
き
の
技
術

を
次
世
代
に
伝
え
る
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
現

在
約
四
十
名
の
会
員
を
数
え
ま
す
。

　
ひ
き
台
で
藺
草
の
皮
を
む
く

　

藺
草
が
灯
芯
に
な
る
に
は
一
年
を
要
し
ま

す
。
晩
秋
、
田
に
植
え
ら
れ
た
苗
は
水
中
で
冬

を
越
し
、
春
か
ら
分ぶ
ん
け
つ蘖

し
て
株
が
成
育
し
、
七

月
上
旬
に
収
穫
を
迎
え
ま
す
。
梅
雨
の
晴
れ
間

を
ね
ら
っ
て
鎌
で
刈
り
取
り
、
川
原
の
土
手
に

広
げ
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
翌
日
か
ら
三

灯
芯

特
集

電
灯
が
普
及
す
る
以
前
ま
で

人
々
の
生
活
を
照
ら
す
灯
り
は
〝
火
〟
で
し
た
。

灯
芯
と
は
、
灯
明
や
和
ろ
う
そ
く
の
燃
え
芯
の
こ
と
。

神
宮
を
は
じ
め
各
地
の
社
寺
の
伝
統
行
事
を
支
え
る

灯
芯
の
産
地
、
奈
良
県
安あ
ん
ど堵
町
を
訪
ね

受
け
継
が
れ
て
き
た
手
技
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

灯芯を植物油に浸し火を灯
す。芯が長いほど点灯時間
が延び、束ねれば強火に。

浄闇の祭儀で灯される灯明（荒祭宮神嘗祭由貴夕大御饌）。ひき台の刃で藺草の外皮をひき裂き、乳白色のズイを取り出す。

と
う
し
ん
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角
錐
状
の
束
に
立
て
て
さ
ら
に
乾
燥
を
う
な
が

し
、
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
い
た
ら
新し
ん

藺い

の
出
来
上
が

り
。
冷
暗
所
で
保
管
し
、
必
要
に
応
じ
て
灯
芯

を
ひ
き
ま
す
。　

「
ひ
く
前
日
か
ら
水
に
う
ま
せ（
浸
し
）て
柔
ら

か
く
戻
し
て
お
き
ま
す
」

　

町
職
員
の
方
が
灯
芯
ひ
き
を
実
演
し
て
く
れ

ま
し
た
。
専
用
の
ひ
き
台
に
付
け
ら
れ
た
水
平

の
刃
に
、
直
径
三
ミ
リ
ほ
ど
の
藺
草
の
穂
先
を

一
本
ず
つ
突
き
刺
し
、
左
手
で
ず
れ
な
い
よ
う

押
さ
え
な
が
ら
右
手
を
す
っ
と
引
く
と
、
小
気

味
い
い
音
と
と
も
に
、
乳
白
色
の
そ
う
め
ん
の

よ
う
な
ズ
イ
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。

　

ズ
イ
は
や
わ
ら
か
い
ス
ポ
ン
ジ
状
で
、
そ
の

毛
細
管
現
象
に
よ
っ
て
油
を
吸
い
上
げ
、
炎
を

燃
焼
さ
せ
る
灯
芯
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
単
純
な
作
業
に
見
え
て
、
一
メ
ー
ト
ル
近

い
ズ
イ
を
切
ら
ず
に
ひ
き
出
す
に
は
高
い
技
術

と
根
気
が
必
要
で
す
。
保
存
会
の
中
で
も
、
長

灯
芯
の
束
を
ま
と
め
ら
れ
る
の
は
数
名
と
か
。

祖
母
や
母
の
手
技
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
手
伝
っ

た
こ
と
の
あ
る
八
十
代
、
七
十
代
の
方
の
経
験

が
貴
重
な
財
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。

奈
良
墨
や
和
ろ
う
そ
く
の
原
料
に
も

　

照
明
と
し
て
の
需
要
が
少
な
く
な
っ
た
現
在

で
も
、
灯
芯
は
日
本
の
特
産
品
や
伝
統
行
事
を

支
え
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
奈
良
の
特
産
品
で
あ
る
墨
。
奈

良
墨
は
八
〇
六
年
、
空
海
が
唐
か
ら
筆
と
と
も

に
墨
の
製
法
を
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
、
伝
統
を

守
る
工
房
で
は
、
昔
な
が
ら
に
灯
明
皿
に
灯
芯

を
置
い
て
油
を
燃
や
し
、
蓋
に
付
い
た
煤す
す

を
集

め
て
膠に

か
わを

混
ぜ
製
墨
し
ま
す
。

　

灯
芯
は
和
ろ
う
そ
く
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
町
内
の
中
川
商
店
で
は
、
竹
串
に
和
紙
と

灯
芯
を
巻
き
付
け
、
真
綿
を
か
ら
め
た
棒
状
の

芯
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
芯
に
ハ
ゼ
の
実
の

油
を
何
度
も
ろ
う
が
け
し
た
も
の
が
、
和
ろ
う

そ
く
で
す
。

　

茶
道
の
「
夜
咄
の
茶
事
」
で
も
灯
芯
の
灯
り

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
冬
の
夕
暮
れ
ど
き
か
ら
行

わ
れ
る
茶
事
で
、
長
灯
芯
を
と
も
し
て
、
主
人

が
客
を
も
て
な
し
ま
す
。
長
灯
芯
に
は
「
灯
り

が
消
え
る
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
ぞ

ゆ
っ
く
り
お
く
つ
ろ
ぎ
く
だ
さ
い
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

保
存
会
の
地
道
な
広
報
活
動
が
実
を
結
び
、

現
在
で
は
、
東
大
寺
の
二
月
堂
修し
ゅ

二に

え会
（
お
水

取
り
）、
元
興
寺
の
地
蔵
盆
、
春
日
大
社
、
法

隆
寺
な
ど
名
だ
た
る
寺
社
の
伝
統
行
事
に
安
堵

町
の
灯
芯
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
七

年
に
は
、
灯
芯
ひ
き
技
術
が
、
町
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
町
の
小
学
校
で
は
、
郷
土
学
習
の
時
間
に
灯

芯
ひ
き
を
体
験
し
ま
す
。
ま
た
、
資
料
館
で
は

夏
休
み
期
間
、
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
た
灯

芯
ひ
き
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か

ら
将
来
の
ひ
き
手
が
育
っ
て
く
れ
た
ら
」
と
橋

本
館
長
は
夢
を
語
り
ま
す
。

身
近
な
植
物
資
源
を
活
か
す

　

闇
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
人
類
は
原
始
的
な

灯
火
具
か
ら
ガ
ス
灯
、
電
灯
と
、
昼
さ
な
が
ら

の
明
る
さ
を
求
め
て
進
化
を
と
げ
て
き
ま
し

た
。
エ
ジ
ソ
ン
が
白
熱
電
灯
を
完
成
さ
せ
た
の

灯明を灯して、鍋の蓋のような部分に墨の原料となる
油煙墨を採集する道具。

草の上に広げて天日干しにした藺草を、「人形
たて」にしてさらに乾燥させる。

刈り取りは6月〜7月上旬。1メートル前後に成
長した藺草を鎌で一束ずつ刈っていく。

灯
芯
用
の
藺
草
は
、
初
冬
に
水
田
に
植
え
ら
れ
る
。

苗
の
ま
ま
越
冬
し
、
春
以
降
に
大
き
く
育
つ
。

ズイを抜いた後の藺皮も再利用。灯芯保存会の皆さん
が制作した藺草飾り。資料館で一部販売も。

安堵町内の橋には、郷土の文化を伝えようと、灯芯を
ひく女性のレリーフがはめられている。

藺
草
が
灯
芯
の

原
料
と
な
る
ま
で

奈良薬師寺の最大の行事の一つ、修二会の灯明にも安堵町の灯芯が用いられている。
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は
一
八
七
八
年
。
わ
ず
か
百
年
ほ
ど
の
間
に
、

日
本
古
来
の
灯
り
の
記
憶
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。

　
資
料
館
の
展
示
パ
ネ
ル
に
「
灯
芯
用
の
い
ぐ

さ
は
捨
て
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
書
か
れ
て
い

ま
し
た
。
灯
芯
を
ひ
い
て
残
っ
た
藺
皮
を
、
昔

の
人
々
は
昆
布
巻
や
菓
子
、編
み
笠
の
ひ
も
に
、

紙
や
土
壁
の
材
料
に
も
し
て
、
あ
ま
ね
く
使
い

切
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
神
宮
の
夜
の
お
ま
つ
り
に
は
松
明
や
篝
火
、

灯
明
が
使
わ
れ
ま
す
。
二
十
年
に
一
度
の
式
年

遷
宮
で
は
、
新
殿
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
、
油
煙

が
少
な
い
椿
油
に
灯
芯
を
浸
し
、
照
明
と
し
ま

し
た
。
身
近
に
あ
る
植
物
資
源
を
無
駄
な
く
活

用
し
、
知
恵
と
創
意
工
夫
を
重
ね
て
き
た
日
本

文
化
の
精
神
を
、
神
宮
の
お
ま
つ
り
や
営
み
か

ら
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

　
春
の
お
伊
勢
参
り
シ
ー
ズ
ン
、
少
し
寄
り
道

し
て
、
灯
芯
の
ふ
る
さ
と
安
堵
町
へ
立
ち
寄
ら

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

安堵町歴史民俗資料館の灯芯展示室。

旧家を修復し、町の歴史資料を展示する安堵町歴史民俗資
料館。橋本館長（右）と上田学芸員。

安堵町歴史民俗資料館　生駒郡安堵町大字東安堵1322
TEL.0743-57-5090
午前9時から午後5時まで（入館は午後4時）
観覧料　大人200円　大・高生100円　小・中生50円
休館日　火曜


