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（
長
野
神
社
の
タ
イ
マ
ツ
タ
テ
）

�点火され燃えあがる松明
�松明に巻く割竹を編む作
業　�葉のついた雑木を割
竹に巻く作業　�点火の前
に行われる湯立神楽の様子

※長野神社へは河内長野駅
から徒歩約２分。

長
野
神
社
の
タ
イ
マ
ツ
タ
テ
は
、
毎
年

10
月
11
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
行

事
の
由
来
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
昔
、

神
社
の
祭
神
で
あ
る
牛ご

頭ず

天て
ん

王の
う

を
迎
え
る
た

め
に
松た

い
ま
つ明

を
焚た

い
た
」
こ
と
が
起
源
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
松
明
は
10
月
1
日
に
神
社
の
境

内
で
作
製
さ
れ
、
人
の
手
と
重
機
を
用
い
て

直
径
約
１・５
㍍
、
高
さ
約
５
㍍
の
も
の
が
完

成
し
ま
す
。
松
明
の
側
面
に
は
鏑か

ぶ
ら
や矢

を
模
し

た
飾
り
、
先
端
に
は
唐
傘
が
取
り
付
け
ら
れ
、

11
日
ま
で
安
置
さ
れ
ま
す
。
11
日
に
神
事
が

行
わ
れ
た
の
ち
、
ト
ウ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
祭
礼

の
当
番
に
よ
っ
て
点
火
さ
れ
ま
す
。

現
在
で
は
参
加
者
の
減
少
や
世
代
交
代

な
ど
に
よ
り
、
行
事
を
取
り
巻
く
状

況
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
従
来
は
決
ま
っ

た
家
が
務
め
て
い
た
ト
ウ
ヤ
も
、
現
在
は

神
社
の
奉
賛
会
と
宝
恵
会
の
会
員
の
み
な
さ

ん
で
務
め
て
い
ま
す
。
一
方
で
松
明
の
作

製
方
法
は
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
う

る
う
年
は
作
製
方
法
が
少
し
異
な
る
な
ど
、

行
事
の
古
さ
が
う
か
が
え
る
部
分
も
残
っ

て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
タ
イ
マ
ツ
タ
テ
は
、

変
化
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
伝
統
を
守
り
な

が
ら
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
私
の
祖
父
の
時
代
よ
り
ず
っ

と
前
か
ら
あ
っ
た
タ
イ
マ
ツ
タ

テ
神
事
。
毎
年
10
月
１
日
に
神

社
の
氏
子
を
中
心
に
力
を
合
わ

せ
て
巨
大
な
松
明
を
作
っ
て
い

ま
す
。
今
は
重
機
の
力
を
借
り

て
い
ま
す
が
、
昔
は
人
の
力
だ

け
で
持
ち
上
げ
、
手
押
し
車
に

乗
せ
て
周
辺
を
練
り
歩
き
ま
し

た
。
こ
の
伝
統
行
事
が
あ
る
お

か
げ
で
、
地
域
の
つ
な
が
り
も

深
ま
っ
て
い
ま
す
。
長
野
神
社

責
任
総
代
と
し
て
、
今
後
も
タ

イ
マ
ツ
タ
テ
神
事
を
大
切
に
守

り
続
け
ね
ば
と
思
い
ま
す
。
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