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東
関
東
（
茨
城
県
県
南
地
域
・
千
葉
県
）の
盆ぼ

ん

綱づ

な

（
風
俗
慣
習
）が

　　　　　　

国
の
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
へ
の
答
申
が
あ
っ
た

　 （
こ
れ
を
く
り
返
す
。『
ノ
ー
ラ
ッ

シ
ュ
』と
は
、先
祖
の
御み

た

ま霊
が
竜
に

の
る
と
い
う
意
味
。）

を
唱
え
な
が
ら
竜
に
乗
せ
集
落
に
戻

る
。そ
し
て
、集
落
内
を
ノ
ー
ラ
ッ
シ
ュ

を
唱
え
な
が
ら
２
周
し
た
あ
と
、
屋
敷

一
番（
池
田
良
一
氏
宅
）か
ら
順
次

　
オ
ー
ラ
ッ
シ
ャ
イ

　
オ
ー
ラ
ッ
シ
ャ
イ

　
ほ
と
け
さ
ま
オ
ー
ラ
ッ
シ
ャ
イ

を
唱
え
な
が
ら
一
軒
ず
つ
仏
様
の
霊

を
送
り
届
け
て
廻
り
、
最
後
は
ツ
マ

（
鈴
木
商
店
）で
終
わ
る
。

　
家
々
で
は
入
学
前
の
子
供
た
ち
や

お
年
寄
り
た
ち
が
門
の
そ
ば
や
道
端

に
ち
ょ
う
ち
ん
を
持
っ
て
立
ち
、
子

供
た
ち
を
迎
え
、
そ
し
て
見
送
る
。

　
子
供
た
ち

　
　
イ
チ
ッ
ニ
ッ
の
サ
ン

　
　
仏
さ
ま
を
運
ん
で
き
ま
し
た

　
お
父
さ
ん
　
ど
う
も
ご
苦
労
様

　
お
母
さ
ん

　 （
お
こ
づ
か
い
を
渡
す
。子
供
た
ち

の
リ
ー
ダ
ー
が
等
分
に
わ
け
る
）

　
子
供
た
ち

　（
全
員
で
）ど
う
も

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
こ
う
し
て
終
わ
り
も
近
く
な
る
と
、

時
刻
も
夜
の
10
時
を
過
ぎ
、
藁
集
め

に
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
８
時
間
以
上

も
た
ち
、
歩
い
た
距
離
も
10
数
キ
ロ

を
越
え
、
疲
れ
て
泣
き
出
す
子
、
励

ま
す
子
、
唱
え
る
声
も
小
さ
く
な
る
。

　
無
事
50
数
軒
の
家
全
て
に“
御み

た

ま霊
”

を
届
け
終
え
る
と
、
責
任
を
果
た
し

た
安あ
ん
ど
か
ん

堵
感
と
満
足
感
、
そ
れ
に
疲
労

が
加
わ
っ
て
み
ん
な
ド
ッ
！
と
座
り

込
む
。

　
引
用
は
東
猯
穴
誌
―
里
の
風
土
記

牛
久
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
　
栗 

原  

功
　

を
集
め
る
。
全
戸
を
歩
い
て
リ
ヤ

カ
ー
一
杯
に
な
っ
た
藁
を
待
機
し
て

い
る
親
達
の
も
と
へ
持
っ
て
行
く
。

親
達
は
子
供
の
数
に
あ
わ
せ
て
長
さ

を
決
め
、
し
め
な
わ
を
編あ

む
よ
う
に

し
て
竜
の
形
を
つ
く
り
、
途
中
で
ひ

げ
を
出
し
て“
竜
”
を
編
む
。（
編
む

人
・
お
父
さ
ん
た
ち
３
人
、
藁
を
渡

す
人
・
お
母
さ
ん
た
ち
３
人
、
他
に

掃
除
の
人
数
人
）

　
や
が
て
陽
も
落
ち
て
薄
暗
く
な
る

頃
に
、
出
来
上
が
っ
た
竜
を
、
鉢
巻
を

し
た
子
供
た
ち
が
引
い
て
墓
地
に
向

か
う
。
墓
地
に
着
く
と
子
供
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
先
祖
の
墓
の
前
で
、
リ
ー

ダ
ー
の
号
令
に
し
た
が
っ
て
１
か
ら

１
０
０
ま
で
を
数
え
る
。（
こ
の
間
に

仏
様
に『
家
に
帰
る
準
備
を
し
て
く

だ
さ
い
』と
い
う
意
味
ら
し
い
が
、
本

当
の
と
こ
ろ
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
）

　
数
え
終
え
た
子
供
た
ち
は
、
墓
か
ら

先
祖
の
霊
を
め
い
め
い
背
負
い

　
ノ
ー
ラ
ッ
シ
ュ

　
ノ
ー
ラ
ッ
シ
ュ
ほ
と
け
さ
ま

　
ノ
ー
ラ
ッ
シ
ュ

　
盆
綱（
盆
づ
な
引
き
）の
概
要

　
盆
綱
は
、
茨
城（
県
南
地
域
）・
千
葉

両
県
に
わ
た
っ
て
広
く
分
布
す
る
盆

行
事
の
一
つ
で
、
子
供
た
ち
が
藁わ
ら

綱づ
な

を
曳ひ

い
て
墓
地
か
ら
集
落
（
※
）
の
各
家

の
先
祖
の
霊れ
い

を
送
り
迎
え
す
る
習
俗

で
あ
る
。
本
件
が
平
成
27
年
１
月
開

催
の
国
の
文
化
審
議
会
に
お
い
て
無

形
民
俗
文
化
財
指
定
へ
の
答
申
を
決

定
し
た
。
こ
の
習
俗
は
、
盆
中
の
先

祖
祭さ

い

し祀
の
一
端
を
示
し
、
先
祖
の
霊

の
依よ
り
し
ろ代

と
し
て
龍
や
蛇じ
ゃ

に
模も

し
た
藁わ
ら

綱づ
な

を
用
い
る
な
ど
、
水
神
信
仰
的
な

性
格
も
み
ら
れ
る
。
※
集
落
は
お
お

む
ね
江
戸
時
代
に
は
村
で
あ
っ
た
。

　
東
猯
穴
区
の『
盆
づ
な
引
き
』

　
　
　
―
民
間
の
伝
承
行
事
―

　
毎
年
お
盆
が
く
る
と
、
子
供
た
ち

が
盆
づ
な
引
き
を
行
う
。

　
こ
の
盆
づ
な
引
き
は
、
６
年
生
の

リ
ー
ダ
ー
を
先
頭
に
リ
ヤ
カ
ー
を
引

き
、
集
落
内
の
家
々
を
廻
っ
て
稲い
ね
わ
ら藁

　
田
宮
山
薬
師
寺
の
盆
綱

　
　
　
―
行
事
は
現
代
風
―

　
田
宮
町
の
真
言
宗
田
宮
山
薬
師
寺

で
も
、
盆
綱
が
古
式
に
の
っ
と
っ
て

行
わ
れ
て
い
た
。

　
ご
住
職
に
よ
る
と
、『
本
寺
の
環
境

が
変
貌
し
た
た
め
、
年
号
が
昭
和

か
ら
平
成
に
改
め
ら
れ
た
こ
ろ
よ

り
、
お
檀だ

ん

か家
の
幼
稚
園
児
や
小
学

生
、
老
ろ
う
に
ゃ
く若

男な
ん
に
ょ女

の
方
々
が
参
加
で
き

る
よ
う
、
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て

行
っ
て
い
る
』そ
う
だ
。

東
猯
穴
区
と
田
宮
山
薬
師
寺
の
盆
綱

田宮山薬師寺の盆綱
（蛇祭り）

8月13日午後4時より、『のーらっ

せのーらっせ　ほーとけさまのー

らっせ　おーんじゃった　おん

じゃった　ほーとけさま　おん

じゃった』…境内や墓苑を練り歩

く子どもたち。『のーらっせ』とは、

先祖の御
み た ま

霊が蛇にのるという意味。

東猯穴区の盆づな引き
（平成27年8月の盆づな引き）

※�先祖の御
み た ま

霊を竜にのせて家々に

届けているところ。
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