


わ
ざ
わ
い
を
祓は
ら

い
清
め
る

厄や
く

年
に
、「
厄
払
い
」
を
受
け
る
人
は

多
い
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
〝
厄
〞
と
は
、
災
い
・
災

難
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
厄
年
は
男
女

そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
節
目
に
あ
た
り
、

災
難
を
受
け
や
す
い
年
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的

〝
役や

く

〞
が
当
た
り
、
忙
し
く
な
っ
て
無
理

を
し
て
し
ま
う
年
回
り
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本

に
は
、
厄
年
に
祓
い
を
受
け
る
風
習
が

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
災
い
は
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
も
起
き
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
た
ま
っ
て
い
く
と
、
大
き

な
災
い
に
つ
な
が
り
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

お
祓
い
を
受
け
て

守
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

■
■
大
事
故
で
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
■
■

事
故
は
、
中
学
生
の
息
子
が
塾
か
ら
自
転
車
で
帰

宅
す
る
途
中
の
横
断
歩
道
で
起
き
ま
し
た
。そ
の
日
、

小
雨
が
降
っ
て
い
た
た
め
、
急
い
で
帰
ろ
う
と
信
号

を
見
誤
り
、横
断
歩
道
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
へ
、

左
か
ら
来
た
自
動
車
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
二
十
㍍
ほ

ど
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

下
半
身
は
車
の
下
へ
巻
き
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
上

半
身
は
奇
跡
的
に
バ
ン
パ
ー
に
つ
か
ま
り
、
背
負
っ

て
い
た
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
お
か
げ
で
頭
と
背
中
が

保
護
さ
れ
、
頭
を
打
つ
こ
と
も
な
く
、
か
す
り
傷
程

度
で
す
み
ま
し
た
。

自
転
車
の
形
も
な
い
ほ
ど
の
状
態
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
帰
宅
ラ
ッ
シ
ュ
時
で
、
大
勢
の
人
が
目

撃
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
く
命
が
助
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

わ
が
家
で
は
、
毎
年
、
大
本
の
人
型
大
祓
を
受
け

て
い
ま
す
。
絶
対
に
大
本
の
人
型
さ
ん
の
お
か
げ
を

い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
年
の
節
目
に
祓
い
を
受
け
る

日
本
で
は
昔
か
ら
、
一
年
の
節
目
に
、

人
を
か
た
ど
っ
た
「
人ひ

と
が
た形
」
に
災
い
を

移
し
た
り
、「
茅ち

の
輪
く
ぐ
り
」
を
し
て
、

そ
の
年
の
災
い
を
祓
う
風
習
が
あ
り
ま

し
た
。

大
本
で
は
、
節
分
の
夜
に
京
都
府
綾

部
市
に
あ
る
長
生
殿
で
、
世
の
中
の
平

安
を
祈
願
し
、祓
い
清
め
る
「
節
分
大
祭
」

を
行
い
ま
す
。
こ
の
祭
典
の
中
で
、
私

た
ち
が
平
穏
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う

願
い
、「
人ひ

と
が
た型
」
を
通
し
て
罪
、
け
が
れ

を
祓
い
清
め
ま
す
。

ち
な
み
に
、
立
春
が
旧
暦
の
正
月
で
、

節
分
は
そ
の
前
夜
の
大
み
そ
か
に
あ
た

り
、
一
年
を
締
め
く
く
る
日
に
、
そ
の

年
の
罪
や
け
が
れ
を
祓
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。「
夏な

ご
し越
の
祓
い
」
と
し
て
、
６
月

30
日
に
お
祓
い
の
行
事
を
行
う
神
社
も

あ
り
ま
す
。

大本いろは

■ 長生殿 ■
大本の発祥地である京都府綾部市にあります。日本の伝
統建築の枠をこらして建てられた美しい神殿です。ここ
で夜を徹して祭典が行われます。

■
■
東
日
本
大
震
災
で
の

津
波
被
害
を
免
れ
て
■
■

岩
手
県
の
大
槌
川
の
川
沿
い
で
暮
ら
し
て
い
ま

す
。
自
宅
は
海
か
ら
も
近
く
、
東
日
本
大
震
災
の
時

は
、
津
波
が
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
家
に
ま
で
押
し
寄

せ
て
き
ま
し
た
。
庭
に
停
め
て
い
た
車
は
水
を
か

ぶ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
津
波
は
玄
関
を
入
っ
た

と
こ
ろ
で
止
ま
り
、
大
き
な
被
害
に
は
及
び
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
家
を
境
に
、
奥
の
住
宅
は

流
さ
れ
ず
に
済
み
ま
し
た
。

玄
関
に
は
人
型
の
〝
祓
の
証
〞（
次
頁
参
照
）
を

か
け
て
い
ま
し
た
。
お
守
り
の
お
か
げ
で
家
は
玄
関

だ
け
で
済
み
ま
し
た
。
他
の
方
に
比
べ
た
ら
被
害
も

少
な
く
、
神
さ
ま
に
守
っ
て
い
た
だ
い
た
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。

■小潔斎神事■
人型と型代を、一枚一枚丁寧にご
祈願して、壺（つぼ）に収めます

■瀬織津姫行事■
壺に収められた人型と型代は、綾部市
内をめぐり、和知川へ運ばれます

大本の節分大祭の福引きでは、ダルマが当たります

■人型流し■
祝詞が奏上される中、祭員によって
人型は清流に流され、清められます

■大潔斎神事■
二人の舞姫が鈴と麻 (ぬさ )を打ち振り、宇宙全
体を祓う ｢潔斎の舞 ｣を舞います

■■ 節分大祭はこのように行われます■■

大
本
の
節
分
大
祭
で
は
、
夜
を

徹
し
て
三
つ
の
「
潔け

っ
さ
い斎
神し
ん
じ事
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

●
大
潔
斎
神
事
…

言こ
と
た
ま霊
と
八
雲
琴
の
調
べ
に
あ
わ
せ
て
舞

姫
が
舞
い
、
宇
宙
全
体
を
祓
い
清
め
る

●
中
潔
斎
神
事
…

世
界
各
国
の
国
名
を
記
し
た
「
型
代
」
を

通
し
て
平
安
を
祈
り
、
国
土
を
清
め
る

●
小
潔
斎
神
事
…

人
や
個
人
が
所
有
す
る
も
の
を
「
人
型
」

と
「
型
代
」
を
通
し
て
祈
願
し
、
個
人
や

家
族
を
清
め
る
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