
6広報たわらもと 2015.12広報たわらもと 2015.12

矢
部
の
「
綱
掛
」
と
は

　

町
の
南
西
部
、
田
園
風
景
が
広
が
る
大

字
矢
部
で
は
、毎
年
5
月
5
日
に
「
綱
掛
」

と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

矢
部
で
は
全
部
で
10
班
の
隣
組
に
分
か

れ
て
お
り
、「
綱
掛
」
の
運
営
は
班
が
交

代
で
担
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
10
年

に
1
度
担
当
が
回
っ
て
く
る
の
で
す
。
ま

た
、
そ
の
年
の
班
の
中
か
ら
頭と
う
や屋
が
選
ば

れ
、
行
事
の
一
切
を
取
り
仕
切
り
ま
す
。

　

矢
部
の
「
綱
掛
」
は
、
5
月
4
日
の
準

備
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
朝
か
ら
、
班
員
が

自
治
会
館
に
集
ま
り
、
木
に
掛
け
る
綱
、

各
戸
に
配
布
さ
れ
る
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
鋤す
き

・

鍬く
わ

、
牛
の
版
画
を
製
作
し
ま
す
。
そ
し
て
、

夜
は
頭
屋
を
中
心
と
し
て
班
員
が
会
食
を

し
ま
す
。

　

祭
り
当
日
は
、
矢
部
集
落
に
あ
る
安
楽

寺
の
住
職
を
交
え
て
酒
を
回
し
飲
み
し
た

後
、
伊
勢
音
頭
を
流
し
な
が
ら
綱
を
持
っ

て
矢
部
集
落
内
を
回
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、

慶
事
の
あ
っ
た
家
に
立
ち
寄
り
、
お
祝
い

の
意
味
を
こ
め
て
綱
を
人
に
巻
き
つ
け
ま

矢
部
の
「
綱つ

な
か
け掛
」
を
田
原
本
町
の

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

▶伊勢音頭を流しながら綱を
持って矢部集落内を回る

▶住職による読経とともに豊作

を祈願する

▶お祝いの意味をこめて綱を人

に巻きつける

今年の 5 月 5 日に
行われた綱掛を紹介
します

　

町
教
育
委
員
会
は
、
町
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
と
な
る
、

文
化
財
の
保
護
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
回
、
町
文
化
財
保
護
審
議
会
の
答
申

を
受
け
、
大
字
矢
部
の
民
俗
行
事
で
あ
る
「
綱
掛
」
を
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
し
ま
し
た
。
町
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
は
今
回
が
初
め
て
で
す
。

　

今
月
号
で
は
「
綱
掛
」
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

問　

文
化
財
保
存
課
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す
。

　

そ
し
て
、
集
落
内
を
回
っ
た
後
、
集
落

の
南
端
に
あ
る
綱つ

な
う
ち
ぎ

打
木
と
呼
ば
れ
る
2
本

の
木
の
間
に
綱
を
掛
け
、
安
楽
寺
の
住
職

に
よ
る
読
経
と
と
も
に
豊
作
を
祈
願
し
ま

す
。
矢
部
の
人
た
ち
の
話
に
よ
る
と
、
こ

こ
ま
で
を
正
午
ま
で
に
終
わ
ら
せ
な
い
と

い
け
な
い
そ
う
で
す
。

　

最
後
に
、
班
員
と
安
楽
寺
の
住
職
が
会

食
を
し
て
「
綱
掛
」
は
終
了
し
ま
す
。

「
綱
掛
」
の
歴
史

　

こ
の
「
綱
掛
」
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
、

は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
矢
部
自
治
会
に
は
『
綱
掛

講
規
定
録
』
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
、
そ
こ

に
「
明
治
弐
拾
四
年
五
月
迄
…
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
綱
掛
」
の
始
ま
り
が
明
治

24
年
（
1
8
9
1
）
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
は
確
実
で
す
。

　

さ
ら
に
、
綱
を
掛
け
る
場
所
の
小
字
が

「
ツ
ナ
カ
ケ
」
で
あ
り
、
奈
良
県
内
で
小

字
が
成
立
す
る
の
が
中
世
ご
ろ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
開
始
が
明
治
時
代
以
前
に

さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
此
綱
掛
講
之
義
ハ
明
治
貮
拾

九
年
度
迄
ハ
慣
例
ニ
依
リ
旧
暦
五
月
五
日

ニ
相
營
ミ
来
リ
シ
ニ
本
年
度
ヨ
リ
新
暦
ヲ

守
リ
新
五
月
五
日
ニ
綱
打
講
相
營
ム
コ
ト

ニ
確
定
ス
」と
あ
り
、新
暦
に
暦
が
か
わ
っ

て
も
、「
綱
掛
」
を
同
じ
5
月
5
日
に
営

む
こ
と
に
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

「
綱
掛
」
の
重
要
性

　

町
内
に
は
、
矢
部
の
「
綱
掛
」
の
他
に

も
鍵
や
今
里
の
「
蛇じ

ゃ
ま巻
き
」
の
よ
う
に
、

綱
を
集
落
の
特
定
の
場
所
に
掛
け
る
農
耕

儀
礼
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
例
を
み
る

と
、
綱
を
掛
け
る
場
所
は
、
い
ず
れ
も
集

落
内
に
水
が
流
れ
込
む
入
り
口
で
あ
る
と

い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。

　

矢
部
の
小
字
ツ
ナ
カ
ケ
は
、
矢
部
集
落

に
農
業
用
水
が
流
れ
込
む
重
要
な
場
所
で

す
。
ま
た
、
鍵
や
今
里
の
「
蛇
巻
き
」
に

お
い
て
、
蛇
を
巻
く
木
が
あ
る
場
所
も
以

前
は
集
落
内
に
水
が
流
れ
込
む
場
所
で
し

た
。
い
ず
れ
も
、
集
落
に
水
が
流
れ
込
む

場
所
に
（
蛇
に
見
立
て
た
）
綱
を
掛
け
る

こ
と
で
、
農
業
神
に
降
雨
と
そ
の
年
の
豊

作
を
祈
願
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
行
事
は
「
ノ
ガ
ミ
行
事
」
と
呼
ば

れ
、
奈
良
盆
地
に
広
く
み
ら
れ
る
民
俗
行

事
で
す
。

　

現
在
、鍵
と
今
里
の
「
蛇
巻
き
」
は
「
記

録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民

俗
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
、
記
録
保
存
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
農
耕

儀
礼
で
あ
る
矢
部
の
「
綱
掛
」
は
選
択
せ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

矢
部
の
「
綱
掛
」
は
、
そ
の
内
容
か
ら

全
体
的
に
古
風
な
民
間
宗
教
儀
礼
が
と
ど

め
ら
れ
て
い
る
例
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
ゆ

今 月 の 話 題 町民の皆さんにお知らせしたい、制度の変更や
重要な情報などを掲載しています。

▲ミニチュアの鋤・鍬、牛の版画

▲綱打木と呼ばれる 2本の木の間に綱が掛けられる

種　別 無形民俗文化財

保護団体 矢部自治会

所在地
奈良県磯城郡田原本町
大字矢部（右図参照）

時　代 不詳

矢部の「綱掛」 え
に
、
矢
部
の
「
綱
掛
」
は
、
奈
良
盆
地

に
お
け
る
農
耕
儀
礼
の
あ
り
方
を
考
え
る

う
え
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

安楽寺安楽寺

綱打木綱打木
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