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な
役
割
を
担
う
稚
児
が
神

饌
を
運
搬
し
た
と
さ
れ
、

頭
に
か
ぶ
る
サ
ン
ド
ラ
は
そ

の
名
残
と
さ
れ
る
。島
本

･
諏
訪
神
社
で
行
わ
れ
る

オ
ト
ウ
の
神
饌
頂
や
高
槻

･
磐
手
杜
神
社
で
行
わ
れ

る
馬
祭
り
の
ゾ
ウ
ニ
モ
チ
で

も
、頭
に
神
饌
を
か
ざ
す

所
作
が
見
ら
れ
る
。

吹
田
市
岸
部

吉
志
部
神
社
の
ど
ん
じ
祭
り

　
10
月
17
日
に
行
わ
れ
、

小
路
、南
、東
の
地
区
が
神

饌
を
奉
納
す
る
。主
食
が

白
む
し
、副
食
が
小
判
餅
、

茄
子
な
ど
を
串
に
刺
す
菓

子
で
あ
る
。吹
田
市
無
形

民
俗
文
化
財
。

神
饌
と
頭
上
運
搬

　
か
つ
て
神
饌
を
奉
納
す

る
際
、少
女
や
女
性
が
頭

上
運
搬
し
た
例
は
多
い
。ど

ん
じ
祭
り
で
は
、最
も
重
要

取材を終えて
　昨年秋に吹田市立博物館で特別展「北大阪のまつり　－まもりつたえ
る心－」が行われていました。北摂地域に残る、年頭、農耕、愛宕火、献灯
の行事、六斉念仏、獅子舞、献納行事などについて、指定民俗文化財を中
心に紹介されており、その細部にわたる資料の数々に圧倒されました。こ
の「北大阪のまつり」を一冊にまとめられ販売されています。詳しくは吹田
市立博物館のホームページをご覧ください。

　
勧
請
掛
け
は
正
月
に
集

落
の
出
入
口
に
大
き
な
し

め
縄
を
道
や
川
を
遮
る
よ

う
掛
け
渡
し
、災
厄
悪
霊

の
侵
入
を
阻
止
す
る
行
事

で
あ
る
。高
槻
市
原
の
山

間
部
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
、

神
峯
山
寺
の
勧
請
掛
け

は
、こ
の
集
落
の
修
験
道
に

関
わ
る
者
で
行
わ
れ
る
。毎

年
12
月
20
日
頃
掛
け
替
え

を
行
い
、正
月
初
寅
の
日
に

堂
島
の
米
商
人
た
ち
が
樒

の
垂
れ
具
合
で
米
の
相
場

を
占
う
年
占
に
用
い
た
。

　
キ
ツ
ネ
ガ
エ
リ
は
キ
ツ
ネ

ガ
リ
と
も
言
い
、小
正
月
に

災
厄
を
も
た
ら
す
キ
ツ
ネ

を
追
い
出
す
行
事
で
、大
阪

で
は
能
勢
町
天
王
の
み
行

わ
れ
て
い
る
。1
月
14
日
午

後
、子
ど
も
た
ち
が
竹
の
先

端
に
つ
け
た
藁
の
キ
ツ
ネ
と

御
幣
、太
鼓
を
持
ち
家
々

を
ま
わ
り
、祝
儀
を
も
ら

う
。こ
こ
で
は
キ
ツ
ネ
は
追

わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
福

を
与
え
、家
々
の
厄
災
を
引

き
受
け
て
川
か
ら
あ
の
世

へ
持
ち
去
って
い
る
。

　
大
阪
で
も
盛
ん
に
行
わ

れ
、豊
作
や
無
病
息
災
な

ど
を
祈
願
す
る「
と
ん
ど
」

は
、そ
の
多
く
が
な
く
な
っ

た
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

上
新
田
天
神
社
の
と
ん
ど

は
、古
い
形
式
が
残
さ
れ
、

毎
年
1
月
14
日
夜
に
行
わ

れ
て
い
る
。火
が
真
上
に
上

が
る
と
そ
の
年
は
豊
作
の

年
に
な
り
、書
初
め
の
書
を

燃
や
し
て
高
く
上
が
る
と

上
達
す
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。こ
の
火
を
各
々
持
ち
帰

り
、小
豆
粥
を
炊
い
て
食
す

と
一
年
間
無
病
息
災
で
過

ご
せ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。豊
中
市
無
形
民
俗
文

化
財
。

　
江
戸
時
代
、瀧
安
寺
で

は
正
月
の
修
正
会
満
座
日

で
あ
る
1
月
7
日
に
宝
く

じ
の
起
源
と
言
わ
れ
る
富

く
じ（
箕
面
富
）が
行
わ

れ
、参
拝
客
で
大
変
に
ぎ

わ
っ
た
。そ
の
起
源
は
鎌
倉

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と

も
言
わ
れ
る
が
、確
実
な

史
料
で
は
天
正
3
年

（
1
5
7
5
年
）に
行
わ
れ

た
記
録
が
あ
る
。名
前
を

書
い
た
富
札
を
富
箱
と
い

う
木
箱
に
入
れ
、寺
僧
が

箱
の
上
部
か
ら
長
柄
の
錐

で
札
を
突
き
、そ
れ
を
当

た
り
と
定
め
、午
王
宝
印

を
押
し
た
富
守
を
箱
に
入

れ
竹
竿
で
挟
ん
で
授
け
た
。

授
か
っ
た
者
は
富
が
逃
げ

な
い
よ
う
、夜
通
し
か
け
て

家
へ
と
持
っ
て
帰
っ
た
。こ
の

富
く
じ
は
2
0
1
0
年
に

復
活
し
、毎
年
10
月
10
日

に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
高
槻
市
原
の
八
阪
神
社

で
行
わ
れ
る
春
季
歩
射
神

事
は
蛇
祭
り
と
も
言
わ
れ
、

4
月
第
1
日
曜
日
に
行
わ

れ
る
。大
綱
の
奉
納
、歩
射
、

盃
事
で
構
成
、神
社
近
く
の

池
に
住
む
大
蛇
を
退
治
し

た
こ
と
に
由
来
し
、大
綱
を

大
蛇
に
見
立
て
て
い
る
。近

く
に
あ
る
神
峯
山
寺
は
か
つ

て
八
阪
神
社
の
神
宮
寺
で
、

勧
請
掛
け
と
大
綱
と
の
関

係
が
う
か
が
え
る
。高
槻
市

無
形
民
俗
文
化
財
。

　
神
饌
と
は
、祭
り
に
お
い

て
神
に
供
え
る
も
の
で
あ

る
。北
大
阪
地
域
で
は
も

ち
米
を
蒸
し
た
白
む
し
が

代
表
的
な
神
饌
で
、伝
統

的
な
神
饌
を
守
り
続
け
て

い
る
祭
り
が
現
在
で
も
残
っ

て
い
る
。

茨
木
市
生
保

諏
訪
神
社
の
春
祭
り

　
2
月
11
日
に
行
わ
れ
る
。

神
饌
は
オ
タ
イ
ショウ
1
個
、

ケ
ン
ゾ
ク
9
個
、カ
ラ
ス
2

個
、他
に
み
か
ん
、酒
な
ど
も

用
意
。カ
ラ
ス
は
本
殿
の
貫

下
に
供
え
ら
れ
、カ
ラ
ス
勧

請
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
。

茨
木
市
車
作 

皇
大
神
宮

　
か
つ
て
旧
暦
1
月
9
日

で
現
在
2
月
11
日
に
行
わ

れ
る
。神
饌
は
三
角
の
木
枠

で
固
め
た
白
む
し
2
個
と

大
根
、め
ざ
し
な
ど
を
半
紙

で
包
ん
だ
も
の
と
鏡
餅
。

茨
木
市
大
岩 

大
歳
神
宮

　
旧
正
月
1
日
に
行
わ
れ

る
。神
饌
は
ビ
ワ
の
葉
で
包

み
紅
白
の
水
引
を
結
ん
だ

白
む
し
、鏡
餅
、洗
米
を
つ

ぶ
し
た
し
と
み
な
ど
。

道
祖
神
社
の
サ
イ
ノ
ト
ウ

　
12
月
10
日
に
行
わ
れ

る
。神
饌
は
1
升
の
白
む

し
を
丸
め
た
日
輪
、も
ち

米
１
升
を
蒸
し
て
平
た
く

丸
く
盛
っ
た
月
輪
、お
馬
の

豆
、焼
き
鯛
な
ど
。

高
槻
市
安
満 

磐
手
杜
神
社

　
か
つ
て
は
神
事
な
ど
を
行

う
者
の
家
に
神
を
迎
え
る

た
め
、松
、わ
ら
縄
、竹
、芝

生
、土
を
使
っ
て
設
け
ら
れ

た
オ
ダ
ン
に
白
む
し
と
赤
飯

（
モッソ
ウ
）が
供
え
ら
れ
た
。

シティライフ  アーカイブズ 検 索

シティライフは
30年を
迎えました

現
在
、そ
し
て
未
来
に
も
つ
な
が
る
過
去
の
情
報
を
取
材
、編
集
し
、記
録
す
る
特
集
で
す
。

北
摂
の
歴
史
か
ら
、私
た
ち
の
住
む
ま
ち
の
魅
力
を
学
び
知
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
28
回
は「
北
大
阪
の
ま
つ
り
」に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

北大阪のまつりを20年追い続けてい
る。他にも吹田市を中心とした貴重な
資料の作成に従事されている。

歴 史 案 内 人
取材協力  吹田市立博物館
　　　　副館長 藤井裕之さん

神峯山寺の勧請掛け（写真提供：神峯山寺）
シキミの束を12か所、縄で結び付ける。

キツネガエリの唄「ワレは何をするぞいやい。キツネガ
エリをするぞいやい。（後略）」。

書の上達を願って書
初めを燃やす。

この火で焼いた餅を食べると病気をしないと
言われている。

瀧安寺 富籤箱
（箕面市郷土資料館蔵）　
大阪府有形民俗文化財

本殿に供えられた神饌。地区内の8班によって毎年
交代で用意される。

小谷橋から藁のキツネと御幣を川へ投げると
キツネが災厄を持ち帰ってくれる。

宝珠型の大きな白蒸しのオタイショウ

神饌のビワの葉で包ま
れた白むし

月輪

日輪
馬祭りのオダンに供えられたモッゾ

（写真提供：高槻市しろあと歴史館）

小判餅（上）と菓子（左）。
小判餅は花餅を２つ配
し、花びらを表す。

木の台に割竹を立
て、中に半紙と真菰
で包んだ白むしを入
れ、上部に笊に盛っ
た白むしを置き、かわ
らけで蓋をする。

か
梅
花
模
様
の
着
物
に
し
め
縄
の
帯
を

締
め
、頭
に
サ
ン
ド
ラ
を
つ
け
、尾
の
つ
い

た
特
殊
な
草
履
を
履
く
。

「正月七日　
箕面富」

（『摂津名所
図会』）
錐で木箱の
中の札を突く

オトウの神饌頂（左）
は、神饌を頭にいた
だき神社にまいった。
馬祭りのゾウニモチ

（右）は御旅所詣りの
儀で神饌をいただき
奉納する

編集部　尾浴芳久

北
大
阪
の
ま
つ
り
は
多
様
性
に
富
ん
で
お
り
、大
都
市
大
阪
の
近
郊
で
あ
り
な
が
ら
、よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
伝
統

を
維
持
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。こ
の
ま
つ
り
の
心
を
後
世
に
伝
え
て
ほ
し
い
、そ
う
い
う
願
い
も
込
め
ら
れ
、   

昨
年
秋
に
吹
田
市
立
博
物
館
で
特
別
展「
北
大
阪
の
ま
つ
り

｜

ま
も
り
つ
た
え
る
心

｜

」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
同
館
の
協
力
の
も
と
そ
の一部
と
な
る
年
頭
の
行
事
を
紹
介
し
ま
す
。
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