
年
の
初
め
に
願
い
を
込
め
て

　

オ
ン
ダ
は「
御
田
植
祭
」と
も
呼
ば
れ
る
、一

年
の
初
め
に
稲
作
の
過
程
を
模
擬
的
に
演
じ
、

そ
の
年
の
豊
作
を
祈
る
神
事
で
す
。「
平
尾
の
オ

ン
ダ
」は
県
内
約
60
カ
所
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

オ
ン
ダ
の
中
で
も
特
に
古
い
形
を
残
し
て
お
り
、

平
成
４
年
に
奈
良
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
地
域
に
は
天
保
15（
１
８

４
４
）年
に
記
さ
れ
た
現
在
の
台
詞
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
詞
章（
指
南
書
）が
伝
わ
っ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
す
で
に
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て

演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

素
朴
で
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
行
事

１
月
18
日
の
午
前
、地
域
の
人
々
が
神
社
の

境
内
に
特
設
の
舞
台
を
つ
く
り
、同
日
の
夜
、本

殿
で
の
神
事
な
ど
を
経
て
本
番
を
迎
え
ま
す
。

宇
陀
川
を
挟
ん
だ
東
西
の
地
区
の
宮
講
か
ら
一

人
ず
つ
選
ば
れ
る
大
頭
と
小
頭
、そ
し
て
小
学

生
５
人
が
務
め
る
早
乙
女
が
祭
り
の
主
役
で
す
。

　
「
平
尾
の
オ
ン
ダ
」は
古
風
な
台
詞
と
所
作
に

よ
る
農
作
業
の
丁
寧
な

描
写
が
特
徴
で
す
。舞
台

上
で
太
夫
役
の
大
頭
が

鍬
を
振
り
抑
揚
を
つ
け
て

台
詞
を
語
る「
鍬
初
め
｣

か
ら
は
じ
ま
り
、苗
代
づ

く
り
・
種
ま
き
・
水
入
れ
・

カ
ラ
ス
を
追
い
払
う
仕
草

な
ど
の
稲
作
の
所
作
が
行
わ
れ
ま
す
。大
頭
の
口

上
に
は
囃
し
方
と
呼
ば
れ
る
舞
台
を
取
り
巻
く

聴
衆
が
合
い
の
手
を
入
れ
、神
社
は
和
や
か
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
す
。

　

田
植
え
が
終
わ
れ
ば
、「
平
尾
の
オ
ン
ダ
」の
も

う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
ご
神
体「
若
宮
さ
ん
」が
登

場
し
ま
す
。全
身
に
こ
よ
り
を
巻
き
つ
け
た
翁
面

の
人
形
で
、体
の
具
合
が
悪
い
部
分
と
同
じ
箇
所

の
こ
よ
り
を
い
た
だ
く
と
患
部
が
治
る
と
伝
わ
っ
て

お
り
、こ
よ
り
を
持
ち
帰
る
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

　

最
後
に
鍬
を
担
い
だ
大
頭
を
先
頭
に
、苗
を

持
ち
笠
を
背
負
っ
た
早
乙
女
・
小
頭
の
順
に
並

び
、ぐ
る
ぐ
る
と
舞
台
を
ま
わ
る「
追
苗
取
り
」を

行
っ
て
終
了
し
ま
す
。

継
承
へ
の
熱
い
思
い

少
子
高
齢
化
の
影
響
で
氏
子
が
減
少
傾
向

に
あ
る
た
め
、今
後
の
継
続
が
大
き
な
課
題
で

す
。そ
こ
で
、氏
子
が
着
用
す
る
衣
装
を
手
間

の
か
か
る
和
服
か
ら
簡
易
な
礼
服
へ
変
更
す

る
、早
乙
女
役
を
小
学
生
男
子
だ
け
で
な
く
女

子
も
演
じ
る
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
改

革
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

オ
ン
ダ
は
地
域
に
根
差
し
、大
切

に
受
け
継
が
れ
て
き
た
祭
り
で
す
。

先
人
た
ち
が
苦
難
の
中
で
も
守
り
、

つ
な
い
で
き
た
思
い
は
、私
た
ち
の
手

で
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。今
後
も
、こ
の
格
式
あ
る
伝
統

を
次
の
世
代
に
伝
え
る
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

4無形民俗文化財については、県文化財保存課　☎0742‐27‐8124 60742‐27‐5386

宇
陀
市
水
分
神
社

平尾のオンダ
１月１８日

1宇陀市大宇陀平尾

撮影：野本暉房

し
ょ
と
め

だ
い
と
う

し
ょ
う
と
う

く
わ

奈
良

Vol.
28

県
内
の
無
形
民
俗

文
化
財
の
保
存
活
動

を
ご
紹
介
！
祭
時
記

宇
陀
市
大
宇
陀
平
尾
の
水
分
神
社
で
毎
年
１
月
１８
日
の
夜
に
五
穀
豊

穣・子
孫
繁
栄
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
ま
す
。現
氏
子
総
代
北
浦
さ
ん
と

前
氏
子
総
代
奥
野
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

平
尾
の
オ
ン
ダ

左から北浦さん、奥野さん

若宮さんのこよりを持ち帰る人々

は
や

み
く
ま
り

し
し
ょ
う
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