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町の人口 ７月１日現在

34,411人（－1人）
（住民基本台帳人口＋外国籍人口）

世帯数…13,807（－7）

広
報
は
り
ま

発
行
／
播
磨
町
役
場
　
〒
６
７
５
－
０
１
８
２
（
個
別
番
号
）
　
兵
庫
県
加
古
郡
播
磨
町
東
本
荘
１
丁
目
５
番
30号
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
 ０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
５
　
 Ｆ
Ａ
Ｘ
 ０
７
９
（
４
３
５
）
０
６
０
９
　
  編
集
／
企
画
グ
ル
ー
プ
　
印
刷
／
明
光
印
刷

2011

男…16,879人（－4人）
女…17,532人（＋3人）
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播磨ヒス アリト播磨ヒス アリト
播磨町の歴史をひも解き、その時
代にタイムスリップして、当時の
出来事をエピソードを交えながら
紹介します。

　播磨町郷土資料館 館長補佐　宮柳 靖
　☎0 7 9（ 4 3 5）5 0 0 0

エピソード伍 230年続く愛宕塚の数珠繰り
あたご じゅ  ず   く

▲数珠と棟札
むなふだむなふだ

　播磨町鹿
か の か わ

ノ川に、県指定文化財の愛
あ た ご

宕塚
づか

古墳が
あります。古墳時代前期

4 4

の円
えんぷん

墳で、壷
つぼがた

形埴
は に わ

輪や円
えん

筒
とう

埴
は に わ

輪などの一部が出土し、この地を治めていた
人のお墓だと考えられています。円墳の直径は
22m、高さは2.2mで、周りには幅４～５mの濠

ほり

が
巡らされています。
　この小高い山の上に、村の人たちから「愛

あ た ご

宕さ
ん（愛宕神社 旧称は阿

あ た

多古
ご

神社）」と呼ばれ、親し
まれている小さなほこらがあります。いつ作られ
たのか定かではありませんが、寛

かん

延
えん

３（1750）年、
姫路藩に出された野添村明

めいさいちょう

細帳にそのことが書か
れています。当時は、焼畑による新田開発も行わ
れ、火の神を祀

まつ

るほこらもそのころ作られたよう
です。
　毎年８月24日には、ほこらの前で「無病息災、
家内安全」を祈願する数珠繰りが行われています。
大きな数珠が入っている箱の裏には、墨字で天

てんめい

明
４（1784）年と書かれています。天明の大

だ い き き ん

飢饉が
前年におこり、多くの人が飢えに苦しみ亡くなっ
ていることから、数珠繰りはこの年から始まった
ようです。鹿ノ川の数珠繰りは、直径３mもある

長大な数珠を車座になって「南
な む

無愛
あ た ご

宕さん大
だい

権
ごん

現
げ

」
と唱えながら50回まわします。地域の人たちでつ
くる「愛

あ た ご こ う

宕講」によって受け継がれてきた伝統行事
で、夕方になると子どもが、夜には大人たちが数
珠繰りを行っています。数珠繰りの後は、お加

か じ

持
があります。世話人が、「健康でありますように」

「勉強ができますように」などと神妙に唱えなが
ら、子どもたち一人ひとりの背中をなでていきま
す。数珠の感触に「くすぐったい」と背中をよじ
らせる子もいます。
　ほこらの中には、御

お ず し

厨子があり愛宕権現のお札
が置かれています。御厨子の中は簾

すだれ

で見えません
が、お地蔵様（地蔵菩薩）が安置されています。
８月24日の地蔵盆（地域では愛宕盆）に、数珠を
使った行事は仏教的ですが、唱えられているのは
火の神・戦

いくさ

の神である愛宕権現です。権現とは、
仏・菩

ぼ さ つ

薩が日本の神に姿を変えて現れたもので、
神仏の行事を一体化させたこの数珠繰りは、230
年近く続く誇りうる伝統行事だといえます。数珠
箱の歴史が、刻み続けられていくことを願ってい
ます。
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