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鶴つ
る
ま
い舞

小
学
校
の
巻ま

き

学が
っ
こ
う校
紹し

ょ
う
か
い介

　

本ほ
ん
こ
う校
は
、
創そ

う
り
つ立

52
年ね

ん

、
校こ

う
く区
に
西せ

い
ぶ
と
し
ょ
か
ん

部
図
書
館
、

西に
し
し
ょ
う
ぼ
う
し
ょ

消
防
署
、
大お

お
ぶ
ち
い
け

渕
池
公こ

う
え
ん園
な
ど
の
公こ

う
き
ょ
う共
施し

せ
つ設
や
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の
商

し
ょ
う
ぎ
ょ
う業
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施

設
の
協

き
ょ
う
り
ょ
く
力
を
得え

て
、
地ち

い
き域
の
特と

く
せ
い性
を
活い

か
し
た
学が

く
し
ゅ
う習
活か

つ
ど
う動

を
数か

ず

多お
お

く
実じ

っ
し施
し
て
い
ま
す
。

　
今こ

ん
ね
ん
ど

年
度
は
、
西
部
図
書
館
の
司し

し
ょ書
を
定て

い
き
て
き

期
的
に
招ま

ね

き
、

図
書
館
と
連れ

ん
け
い携
し
た
内な

い
よ
う容
の
授じ

ゅ
ぎ
ょ
う業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ク

ラ
ブ
活
動
で
は
、
近ち

か

く
の
ゴ
ル
フ
場じ

ょ
う

、
テ
ニ
ス
ス
ク
ー
ル

の
施
設
を
お
借か

り
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ビ
オ
ト
ー
プ
の
整せ

い
び備
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
呼よ

び

か
け
、
地
域
の
方
、
保ほ

ご
し
ゃ

護
者
、
子
ど
も
た
ち
が
土ど

よ
う
び

曜
日
に

学
校
に
集つ

ど

い
整
備
を
進す

す

め
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

数す
う
ね
ん
ご

年
後
、
校こ

う
て
い庭
で
ホ
タ
ル
が
舞ま

う
風ふ

う
け
い景
を
楽た

の

し
み
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
本
校
は
、
地
域
の
方
か
ら
た
く

さ
ん
の
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
今こ

ん
ご後
、
「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
」
を
さ
ら

に
進
め
る
た
め
、
自じ

ち
れ
ん
ご
う
か
い

治
連
合
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
学
校
を
支し

え
ん援

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
「
は
ぐ
く
み
協き

ょ
う
ぎ
か
い

議
会
」
な
ど
と
連

携
し
て
、
地
域
と
協き

ょ
う
ど
う働
し
て
学
校
を
運う

ん
え
い営
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
指し

て
い定
を
受う

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

準じ
ゅ
ん
び備
を
し
て
い
ま
す
。

ならっ子だより
ー 春

か す が た い し ゃ

日大社の燈
と う ろ う

籠 ー

【問合せ】教育政策課　☎０７４２−３４−５３８６

○春
かすがたいしゃ

日大社に奉
ほうのう

納された燈
とうろう

籠
　春日大社は今

いま
から約

やく
1300 年

ねんまえ
前、奈

な ら
良に都

みやこ
があった頃

ころ
から続

つづ
く長

なが
い

歴
れ き し

史のある神
じんじゃ

社です。古
ふる

くから貴
き ぞ く

族や武
ぶ し

士、庶
しょみん

民など多
おお

くの人
ひと

が参
さんぱい

拝し、
願
ねが

い事
ごと

がかなうように燈籠を神社に奉納してきました。
　現

げんざい
在も参

さんどう
道には、約２千

せ ん き
基の石

いしどうろう
燈籠が建

た
ち、社

しゃでん
殿（神社の建

たてもの
物）には

約千基の釣
つりどうろう

燈籠が並
なら

んでいます。燈籠には願いをあらわす言
こ と ば

葉や奉納し
た人の名

な ま え
前と奉納した年

とし
などが刻

きざ
まれています。

○奈良の町
まち

の人が奉納した石燈籠
　江

え ど じ だ い
戸時代、奈良の町の人々も町

ちょうないあんぜん
内安全などを願い、お金

かね
を出

だ
しあって

燈籠を奉納しました。江戸時代に書
か

かれた井
いのうえちょう

上町の町の記
き ろ く

録「井上町
町
ちょうちゅうねんだいき

中年代記」には、今から 252 年前、宝
ほうれき

暦 14 年（1764 年）３月
がつ

21
日
にち

に春
か す が し ゃ

日社へ燈籠を奉納したという記
き じ

事があり、その燈籠（右
みぎしゃしん

写真）は
現在も春日大社に建っています。

○春日大社万
まんとうろう

燈籠
　春日大社の燈籠は、昔

むかし
は毎

ま い よ
夜あかりが点

とも
されてい

ました。現在は８月 14・15 日と、冬
ふゆ

の節
せつぶん

分にすべて
の燈籠にあかりが点される「万燈籠」が行

おこな
われます。

　奈
な ら ま ち

良町にある史
しりょうほぞんかん

料保存館では、万燈籠の季
き せ つ

節に合
あ

わせて、春日大社の燈籠に
ついて、町の記録や写真パ
ネルで紹

しょうかい
介する展

て ん じ
示を行い

ます。

「
鶴つ

る
ま
い舞

」
の
由ゆ

ら
い来

　

昔む
か
し
、
運う
ん
ど
う
じ
ょ
う

動
場
の
北ほ
く
せ
い
か
ど

西
角
に
旧
き
ゅ
う
へ
い
じ
ょ
う

平
城

村む
ら

と
旧
富と
み
お雄
村
の
境さ
か
いを
示し
め

す
松ま
つ

の
樹き

が

あ
り
ま
し
た
。
昭し
ょ
う
わ和

26
年
に
町ち
ょ
う
め
い名を
決き

め
る
時と
き
、
こ
の
松
の
枝え
だ
ぶ振
り
が
、
鶴つ
る

が

舞ま

い
降お

り
る
時
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
た
め「
鶴
舞
の
松
」

と
名な

づ付
け
ら
れ
、
そ
れ
が
町
名
に
な
り
ま
し
た
。

史料保存館展示　
ならまち歳

さ い じ き
時記～夏

なつ
～

春日大社万燈籠－奉納にこめられた祈
いの

り－
 と　き…7 月 5 日㈫～ 9 月 4 日㈰　
　　　　 午

ご ぜ ん
前 9 時

じ は ん
半～午

ご ご
後 5 時（入

にゅうかん
館は４時半まで）

　　　　 月
げ つ よ う び

曜日と８月 12 日㈮は休
きゅうかん

館
　　　   ※8 月 11 日㈷・13 日㈯は夜 9 時まで開

かいかん
館

 ところ…史料保存館　脇戸町１－１
なら燈

と う か え
花会にちなみ 8月 11～ 13日は
正
しょうめんいりぐちまえ
面入口前でろうそく点

てんとう
灯


