
西脇小学校（ 国指定重要文化財）
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西脇市の祭り

にしわき  しょうがっこう     く に   してい  じゅうよう  ぶんかざい

旧来住家住宅（ 国登録有形文化財）
きゅう  き   し    け  じゅうたく     く に   とうろく    ゆうけい  ぶんかざい

妙覚寺 ワラワラ
み ょ う か く じ

い　 つ ：  １ 月４ 日

ど こ で ：  西脇市市原町５ ７ ６

 ※駐車場・トイレは、鍛冶屋線市原駅記念館を利用く ださ い

　 年の初め1月4日に行われる「 ワラワラ」は、五穀豊穣※１

を祈る行事です。僧侶が読経する間に、藤の蔓で本堂の

縁側をたたき、蔓がバラバラになればなるほど 作物がよく

できるとされています。その音は雷の音で、雨乞い※2をす

るとともに悪霊※3を追い払うとされています。

※１ 　 五穀豊穣： 農作物が豊かに実ること

※2　 雨乞い： 雨を降らすためのお祈り

※3　 悪霊：人に害をあたえるもの

　 　 とし 　 　 はじ 　 　 　 がつよっか　おこな　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ごこく   ほうじょう

    いの　    ぎょうじ        　       そうりょ　    どっきょう 　 　 　 あいだ　 　  ふじ 　 　 つる　   ほんどう

えんがわ　 　 　 　 　 　 　   つる　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  さくもつ

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おと　  かみなり　 おと　 　 　  あまご

　 　 　 　 　       あくりょう 　          お　 　  はら

　 　        ごこく ほうじょう のうさくもつ    ゆた       みの

            あまご     あめ    ふ                        いの

          あくりょう  ひと   がい
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市指定無形民俗文化財

（ 西脇市観光協会提供）



長明寺  「 頼政祭」
ち ょ う め い じ  　 　 よ り ま さ ま つ り

い　 つ ：  ４ 月２ ９ 日

ど こ で ：  西脇市高松町６ ０ ０

　 長明寺のある高松町一帯は源頼政公の所領※１であ

り、「 頼政祭」は弓矢の達人で歌人とし ても知られる平安

末期の武将・ 頼政公をし のんで開催されるお祭りです。当

日は、お墓の参拝や、妖怪ヌエを射止めたという 伝説にち

なんで、弓の礼射や吟詠・ 剣舞などが披露されます。弓の

礼射では地元の弓道部の学生がヌエを的に射抜きます。

※１ 　 所領： 支配し ている土地

　   ち ょ う めいじ 　 　 　 　   たかまつち ょ う いっ たい　  みな も と よ り ま さ こ う 　 し ょ り ょ う

　 　  よ り ま さ ま つり 　 　 　 ゆみや　 　  たつじ ん　    かじ ん　 　 　 　 　 　   し 　 　 　 　    へいあん

 ま っ き 　 　 ぶし ょ う  よ り ま さ こ う 　 　 　 　 　 　 　   かいさ い　 　 　 　 　 　  ま つ　 　 　 　 　  と う

じ つ　 　 　 　 はか　  さ んぱい　 　   よ う かい　 　 　 　   い　 と 　 　 　 　 　 　 　 　  でんせつ

　 　 　 　      ゆみ　   れいし ゃ 　  ぎんえ い  けんぶ　 　 　 　 　   ひろ う 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆみ　

れいし ゃ 　 　 　  じ も と 　 　 き ゅ う ど う ぶ　  がく せい　 　 　 　 　 　  ま と 　    い　 ぬ

　 　 　  し ょ り ょ う  し はい                と  ち

3

（ 西脇市観光協会提供）

石上神社 なまずおさえ神事
い そ が み じ ん じ ゃ    　 　 　 　 　 　 　 　 　   し ん じ

い　 つ ：  １ ０ 月　 第２ 日曜日

ど こ で ：  西脇市板波町４

　 ※駐車場は、神社東側　 板波町公民館前

　「 なまずおさえ神事※１ 」は、天文11（ 1542）年に現在

地に神社を移す前に、神殿に奉納さ れていた白鞘の宝

刀※2が盗まれたため、地元で探し て回収し 、神殿に奉納

しようとし た瞬間、宝刀が大ナマズに変わったこと から 、

神罰※3を恐れて、宝刀を探すふりを行うようになったこと

から 始まったとされています。秋祭りの夜に行われる神事

は「 シュウシ」と呼ばれる直会※4と、土俵での「 なまずおさ

え」、「 相撲」の3部構成で行われます。

※１ 　 神事：神様に関するまつりごと　 　 ※2　 宝刀：宝物とし て大切にしている刀

※3　 神罰：神様から下される罰　 　 ※4　 直会：神前に供えたお酒をいただくこと

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  し んじ 　 　 　 　         て んぶん　 　 　 　 　 　 　 　  ねん　  げんざ い

 ち 　    じ んじ ゃ 　   う つ　   ま え 　 　   し んで ん　  ほう のう 　 　 　 　 　 　 　 　  し ら さ や　   ほう

と う 　         ぬす　 　 　 　 　 　 　 　 　   じ も と 　 　 さ が　 　   かいし ゅ う 　   し んでん　 ほう のう

　 　                   し ゅ んかん  ほう と う 　  おお　 　 　 　 　 　 　  か

し んばつ　        おそ　 　 　     ほう と う 　  さ が　 　 　 　 　 　 おこ な

         はじ                                               あき ま つ　 　 　 よ る 　  おこ な 　 　 　 　   し んじ

  　 　 　 　 　 　               よ                な おら い　 　       ど ひょ う

　 　 　 　 　 すも う 　 　 　 さ んぶこ う せい　 おこ な

           し んじ  かみさ ま  かん　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ほう と う た から も の　     たいせつ　 　 　 　     かたな

　 　     し んばつ かみさ ま　 　 く だ         ばつ　 　 　 　 　 　  な おら い し んぜん　 そな　 　     さ け
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県指定無形民俗文化財

（ 西脇市観光協会提供）



八幡神社 お笑い神事
は ち ま ん じ ん じ ゃ    　 わ ら 　 　  し ん じ

い　 つ ：  １ ０ 月　 第２ 日曜日

ど こ で ：  西脇市下戸田６ ２ ６ －３

　 頭人※１ が黒塗りの八角棒を左手でかつぎ、右手に白

扇を開いて持ちます。提灯持ちは右手に白扇を開いて

持ち、各町の頭人の後ろにつきます。全員で白扇を上下

さ せながら「 笑え、笑え、アッ ハッ ハ－、アッ ハッハ－」と 声

高ら かに笑いながら 、拝殿内を3回まわります。次に頭人

が東西に分かれて、手のひらを 合わせて引き押し の相

撲を行い、豊作を祈ります。　                 

※１ 　 頭人： 集団の長、頭

　  と う にん　 　 　 　   く ろ ぬ　 　  　  はっ かく ぼう 　 ひだり て 　 　 　 　 　 　 　 　  みぎ て     はく

せん　  ひら 　 　 　 　  も 　 　 　 　 　 　 ち ょ う ち んも 　 　 　     みぎ て 　 　 はく せん　  ひら

 も 　 　 　 かく ち ょ う   と う にん　   う し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ぜんいん　  はく せん　 じ ょ う げ

　 　 　 　 　 　 　 　 　   わら 　 　   わら 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   こ え

たか　 　 　 　 　 わら 　 　 　 　 　 　 　 　 はいで んない　 　 かい　 　 　 　 　 　 　 　 　 つぎ　 と う にん

　 　 と う ざ い　 　 わ　 　 　 　 　 　 　   て　 　 　 　 　 　 　   あ　 　 　 　 　 　   ひ　 　  お　 　 　 　  す

も う 　 おこ な　 　 ほう さ く 　  いの

　 　         と う にん し ゅ う だ ん  ち ょ う  かし ら

5

市指定無形民俗文化財

（ 西脇市観光協会提供）

兵主神社 秋祭り レッケイ
ひ ょ う す じ ん じ ゃ 　 あ き ま つ

い　 つ ：  １ ０ 月　 第２ 日曜日

ど こ で ：  西脇市黒田庄町岡３ ７ ２ ―２

　 大名行列を模し たレッケイや神輿の渡御※１ 、5台の布

団屋根太鼓の練りこみで賑わいます。

　 行列は、猿田彦（ 天狗）を先頭に、続いて鉾、次に挟箱※2、

立傘、台傘、毛槍、弓矢、鉄砲、長刀を持って続き、次いで

神輿となります。猿田彦が御幣を振って邪魔なものを払い

清めながら 、奴唄※3の始まりとともにお旅行列が進む行

事です。

※1　 渡御：神輿が神社を出て回ること

※2　 挟箱：衣類などを入れ、棒を通し て担ぐ 箱

※3　 奴唄：行列の槍持ちや長持、挟箱などを持ち歩く 下級武士奉公人の奴の唄

　   だいみょうぎょうれつ　   も　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    みこし 　 　     とぎょ　 　 　 　     だい　 　 ふ

とん  や　 ね　 だいこ 　 　   ね　 　 　 　 　 　   にぎ

　 　 ぎょうれつ　 　   さるたひこ　 　 てんぐ　 　 　  せんとう　 　   つづ　 　 　  ほこ　  つぎ　  はさみばこ

 たてがさ 　 だいがさ 　   けやり　 　 ゆみや　  てっぽう 　  なぎなた　 　  も　 　 　   つづ　 　   つ

  みこし 　 　 　 　 　 　 　 　 　   さるたひこ　 　 　 ごへい　 　  ふ　 　 　 　  じゃま                   はら

 きよ　 　 　 　 　 　       やつうた　 　       はじ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   たびぎょうれつ　  すす    ぎょう

 じ

            とぎょ   みこし      じ んじゃ    で    まわ

           はさみばこ いるい            い        ぼう    とお       かつ  はこ

　 　 　   やつうた ぎょうれつ    やりも        ながもち はさみばこ           も    ある    かきゅうぶし  ほうこうにん  やっこ  うた

6

（ 西脇市観光協会提供）


