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見学に行かれる皆様へのお願い

● 冊子は令和２年３月の情報です。最新情報をお確かめの上、お出かけください。

● 参加者の皆様の妨げにならないよう、ご配慮をお願いいたします。

● 立ち入り禁止の場所には立ち入らないようにしてください。

● 祭り会場へは公共交通機関をご利用ください。
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　本ガイドブックは、地域に伝わる「祭り」の魅力、祭りに携わる方々

の思いを伝えるために発行しました。名古屋市内にはたくさんの

祭りが継承されており、そのどれもが地域の特色を持った唯一無

二のものです。こうした祭りを後世に引き継ぐためにも、実際に祭

り会場へ足を運び、祭りの応援団になっていただければ幸いです。

地 域 の 祭 り
身 近 な ま ち の
文 化 財 ガ イ ド ブ ッ ク

発 見 !!  



かつての鍬形の奪い合いをやめる代わりに、学
区の運動会が行われている。

笠寺観音を出発した隊列がゴールの笠寺小学校に到着

『尾張年中行事絵抄』夏之部五月上「笠寺馬之頭会」（公益財団法人 東洋文庫所蔵）より。馬では
なく、華やかな造り物を奉納することも。笠寺では手水柄杓を奉納することが多かったという。

笠寺観音に集まる参加者たち。現在は練り歩きのスタート地点だ
が、かつては目的地だった。

Ｙ字形に華やかな紙
飾りが付いた木製の
鍬形。かつての鍬形に
は紅白の御幣が付い
ていた。

軍配のように隊列の
先頭が持つ。小学６年
生が「親方」だという。

七所神社

丹八山
公園

笠寺観音

笠寺公園南
区
役
所

名古屋市立
笠寺小学校

天白川

名
古
屋
高
速
3
号
大
高
線

名鉄
本笠寺駅

環状線

　
笠
寺
小
学
校
に
到
着
す
る
と
、

式
典
に
続
き
、
学
区
の
運
動
会
と

し
て
町
内
対
抗
で
玉
入
れ
や
パ
ン

食
い
競
争
が
に
ぎ
や
か
に
行
わ
れ

る
。

　「
祭
り
の
起
源
は
、
戦
国
時
代
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
も
聞
き
ま
す
。

忘
れ
去
ら
れ
て
い
た『
鍬
形
』と
い

う
言
葉
が
復
活
し
た
こ
と
に
意
味

が
あ
る
の
で
は
。
こ
の
祭
り
が
地

元
の
歴
史
や
文
化
に
目
を
向
け
る

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
い

ま
す
」

　
戦
前
の
鍬
形
祭
り
は
、
笠
寺
か

ら
本
星
崎
周
辺
で
行
わ
れ
た
と
い

う
。現
在
は
女
子
も
参
加
す
る
が
、

か
つ
て
は
小
学
生
の
男
子
の
み
が

参
加
し
た
。
鍬
形
を
担
い
で
そ
れ

ぞ
れ
の
集
落（
組
）を
練
り
歩
い
た

の
ち
、
笠
寺
観
音
に
集
合
。
鍬
形

を
持
ち
寄
っ
て
本
堂
を
三
回
ま

わ
っ
て
お
参
り
を
し
た
そ
う
だ
。

　
こ
う
い
っ
た
町
々
に
よ
る
鍬
形

の
奉
納
は
、
江
戸
時
代
に
こ
の
地

域
で
大
い
に
流
行
し
た「
馬
之
塔

（
飾
り
立
て
た
馬
を
社
寺
に
奉
納

す
る
行
事
）」や
、
竿
の
先
に
趣
向

を
凝
ら
し
た
造
り
物
を
付
け
て
練

り
歩
く「
梵
天
祭
り
」と
の
関
わ
り

を
う
か
が
わ
せ
る
。
独
特
な
掛
け

声
の「
ニ
ワ
カ
」は「
俄
馬
」、「
ホ
ン

マ
」は「
本
馬
」の
こ
と
を
意
味
す
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
か
つ
て
の
鍬
形
祭
り
で
は
、
帰

る
道
す
が
ら
、
よ
そ
の
組
と
、
騎

馬
戦
の
よ
う
に「
鍬
形
」を
奪
い

あ
っ
た
。
組
の
威
信
を
か
け
、
激

し
い
ぶ
つ
か
り
合
い
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
と
い
い
、
参
加
し
た
人
の

記
憶
に
印
象
強
く
残
る
。

　
南
区
や
緑
区
で
は
、
練
り
歩
い

て
神
社
に
参
詣
す
る
祭
り
が
今
も

広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
祭
り
道
具
を
隣

組
と
奪
い
合
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

起
こ
っ
た
と
い
う
。

　
鍬
形
祭
り
も
、
そ
う
し
た
祭
り

の
雰
囲
気
を
引
き
継
ぐ
も
の
だ
と

言
え
る
。

　「
鍬
形
」と
は
武
将
が
被
る
兜
の

額
の
部
分
に
つ
け
る
角
状
の
立
物

の
こ
と
。
南
区
笠
寺
周
辺
で
は
、

こ
の
鍬
形
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
祭

り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
名
も

鍬
形
祭
り
だ
。
昭
和
初
期
ま
で
行

わ
れ
て
い
た
が
、
太
平
洋
戦
争
の

影
響
で
昭
和
１７（
１
９
４
２
）年
を

最
後
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
現

在
、
毎
年
５
月
５
日
に
行
わ
れ
て

い
る
祭
り
は
、
６３
年
ぶ
り
と
な
る

平
成
１７（
２
０
０
５
）年
に
復
活
し

た
も
の
だ
。

　
祭
り
の
主
役
は
子
ど
も
た
ち

だ
。
５
月
５
日
の
朝
、
笠
寺
学
区

の
２４
町
内
か
ら
参
加
者
が
笠
寺
観

音（
笠
覆
寺
）に
集
合
す
る
と
、
町

ご
と
に
隊
列
を
つ
く
り
、
境
内
を

出
発
。
七
所
神
社
の
横
を
通
っ
て

笠
寺
小
学
校
ま
で
約
1
㎞
の
道
の

り
を
練
り
歩
く
。

　
隊
列
に
は
、
鍬
形
を
担
ぐ
者
、

ほ
ら
貝
を
吹
く
者
、
杖
の
よ
う
に

し
て
竹
棒
を
持
つ
者
も
い
る
。

　「
チ
ョ
ー
サ
ン
ヨ
ー
、
ハ
ー
サ
ン

ヨ
ー
、
ニ
ー
ワ
ー
カ
ー
ニ
、
ホ
ン
マ

ニ
ツ
イ
テ
ー
」

　
プ
ッ
プ
ク
プ
ー
と
い
う
、
ほ
ら

貝
の
音
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
は
、
独
特
の
節
回
し
の
掛
け

声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
祭
り
を
主

催
す
る
笠
寺
学
区
公
民
会
の
会
長

は「
ホ
ン
マ
と
は
馬
の
こ
と
だ
と
聞

い
て
い
ま
す
が
、
あ
と
の
意
味
に

つ
い
て
は
詳
し
く
分
か
り
ま
せ

ん
。
こ
の
祭
り
で
馬
を
出
し
た
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
で

す
ね
」と
話
す
。

か
ぶ
と

ば
　
せ
ん

き

う
ま 

の 

と
う

ぼ
ん
て
ん

※

１

※

２

た
て
も
の

も
と
ほ
し
ざ
き

か
つ

な
な 

し
ょ

り
ゅ
う
ふ
く
じ

※１ 俄馬（にわかうま）：「馬之塔」と呼ばれる馬を奉納する行事に出てくる、荒縄で縛られた馬のこと
※２ 本馬（ほんうま）：「馬之塔」と呼ばれる馬を奉納する行事に出てくる、華やかな飾り物で、飾り立てた馬のこと

戦
争
の
影
響
で

途
切
れ
た
歴
史

運
動
会
と
合
わ
せ
て

現
代
風
に
復
活

戦
前
の
祭
り
で
は

鍬
形
の
争
奪
戦
も

開
催
日

主
　
催

南
区
笠
寺
観
音
周
辺

太
平
洋
戦
争
の
影
響
で
途
絶
え
る
ま
で

南
区
笠
寺
町
一
帯
で
行
わ
れ
て
い
た
鍬
形
祭
り
。

地
域
の
伝
統
や
文
化
を
継
承
す
る
た
め
、

平
成
17
年
に
63
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
。

内
容
は
変
わ
っ
た
が
、

そ
の
心
意
気
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

鍬
形
祭
り

く
わ

が
た

開
催
日

主
　
催

毎
年
5
月
5
日

笠
寺
学
区
公
民
会

半
世
紀
以
上
の

時
間
を
経
て

子
ど
も
が
主
役
の

祭
り
が
復
活



吊るされた提灯に、数人の氏子が丁寧に火を灯していく。ロウソクの火の揺らぎが美しい。

『名古屋名所団扇絵』天王崎祭礼（名古屋市博物館所蔵）

普段は静かな境内だが、常に参拝がある。

すべての提灯が灯ると、かなりの明るさとなる。

茅という植物で編んだ輪を、８の字にくぐり抜ける。
ちがや

伏見駅
地下鉄東山線

名古屋駅

新洲崎JCT

堀
川

地
下
鉄
鶴
舞
線

洲崎神社

　
洲
崎
神
社
に
お
け
る
提
灯
の
献

灯
は
、
一
説
に
は
江
戸
時
代
初
め

頃
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
。
か
つ
て
は
ひ
と
月
に
わ
た
っ
て

続
い
た
と
も
い
う
。

　
古
く
は「
広
井
天
王
」や「
天
王

崎
天
王
」と
も
呼
ば
れ
た
洲
崎
神

社
。
近
世
名
古
屋
城
下
の
天
王
信

仰
を
集
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
祭
り
・
天
王
祭
り
は
、

牛
頭
天
王
を
祭
る
こ
と
で
、
疫
病

を
防
い
だ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
い

や
罪
を
流
し
去
っ
た
り
し
た
い
と

い
っ
た
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

灯
り
は
祭
り
の
場
で
あ
る
こ
と
を

示
す
が
、
そ
の
華
や
か
さ
か
ら
天

王
祭
り
で
は
た
く
さ
ん
の
提
灯
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
神
社
で
は
、
江
戸
時
代
中
期
の

享
保
１７（
１
７
３
２
）年
か
ら
、
植

物
の
葭
に
疫
病
神
を
漂
着
さ
せ
て

流
す「
御
葭
流
し
」や
境
内
の
西
側

を
流
れ
る
堀
川
で「
船
祭
り
」を
始

め
た
よ
う
だ
。
現
在
、「
天
王
祭
」

と
い
う
と
、
天
王
総
社
で
あ
る
津

島
神
社（
愛
知
県
津
島
市
）の
宵
祭

り
で
巻
藁
船
が
浮
か
ぶ
様
子
を
思

い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
と
思
う
が
、

そ
の
津
島
神
社
天
王
祭
と
同
様

に
、
か
つ
て
の
洲
崎
神
社
の
天
王

祭
り
は
川
祭
り
と
し
て
の
性
格
を

強
く
持
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
祭
り
は
中
断
す
る
が
、

尾
張
藩
士
の
高
力
猿
猴
庵（
１
７
５

６
〜
１
８
３
１
）が
記
し
た『
金
明

録
』に
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化

元（
１
８
０
３
）年
に
再
興
し
た
と

の
記
述
が
あ
る
。
洲
崎
神
社
の
氏

子
で
あ
る
武
士
と
町
人
が
、
提
灯

を
飾
っ
た
船
を
出
し
た
そ
う
だ
。

高
力
猿
猴
庵
は『
尾
張
年
中
行
事

絵
抄
』で
も
洲
崎
神
社
の
祭
り
を
取

り
上
げ
、
他
の
天
王
祭
り
よ
り
も

に
ぎ
わ
っ
て
い
る
と
紹
介
し
て
い

る
。
挿
絵
に
は
、
堀
川
に
巻
藁
船

が
浮
か
び
、
洲
崎
神
社
の
境
内
や

道
沿
い
に
提
灯
が
飾
ら
れ
た
風
景

が
描
か
れ
て
お
り
、
多
数
の
見
物

客
が
集
ま
っ
た
祭
り
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。『
名
古
屋
名
所
団
扇
絵
』の

天
王
崎
祭
礼
で
も
、
同
様
の
景
色

が
描
か
れ
て
い
る
。

　
明
治
２０（
１
８
８
７
）年
頃
に
は

船
祭
り
は
途
絶
え
た
。
大
正
時
代

に
か
け
て
は
旭
廓
の
遊
女
た
ち
の

信
仰
を
あ
つ
め
、
そ
の
後
次
第
に

提
灯
は
消
え
た
が
、
今
再
び
、
境

内
を
中
心
に
祭
り
が
続
け
ら
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
狭
し
と
飾
ら
れ
て

い
る
提
灯
に
、か
つ
て
の
様
子
を
し
っ

か
り
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
名
古
屋
を
代
表
す
る

天
王
祭
り
の
ひ
と
つ

に
ぎ
や
か
な
祭
り

　
洲
崎
神
社
の
例
大
祭
・
ち
ょ
う

ち
ん
祭
は
、
毎
年
７
月
第
３
土
曜

日
・
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
名
の
通
り
、
祭
り
で
は
た
く

さ
ん
の
提
灯
を
奉
納
。
辺
り
が
暗

く
な
っ
た
午
後
７
時
頃
か
ら
、
境

内
に
吊
る
さ
れ
た
提
灯
の
ロ
ウ
ソ

ク
に
、
氏
子
が
ひ
と
つ
ず
つ
火
を

灯
し
て
い
く
。
そ
の
数
は
８
０
０

個
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。
提
灯
の

明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
幻
想
的
な

雰
囲
気
に
な
る
と
、
近
所
の
人
び

と
が
続
々
と
集
ま
り
参
拝
し
て
い

く
。
そ
の
場
で
提
灯
を
購
入
し
て

献
灯
す
る
人
や
、
無
病
息
災
を
祈

願
す
る
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
人
の
姿

も
。
子
ど
も
た
ち
は
、
並
ぶ
出
店

で
祭
り
気
分
を
満
喫
し
て
い
る
よ

う
だ
。
市
街
地
中
心
に
立
地
す
る

神
社
な
が
ら
、昔
懐
か
し
い
夏
祭
り

の
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
宮
司
に
よ
る
と
、
市
外
か
ら
の

観
光
客
や
外
国
の
方
も
見
物
に
訪

れ
る
と
い
う
。「
特
に
、
地
元
の
子

ど
も
た
ち
に
見
て
ほ
し
い
。
自
分

の
住
む
町
で
素
晴
ら
し
い
祭
り
が

開
か
れ
て
い
る
と
、
誇
り
に
思
っ
て

も
ら
え
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
う
れ
し

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
準
備
は

大
変
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
続
け

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

た
く
さ
ん
の
提
灯
が

奉
納
さ
れ
た
境
内

ご
　
ず

き
ょ
う
ほ
う

よ
し

よ
い

こ
う
り
き
え
ん
こ
う
あ
ん

お
わ
り
ね
ん
じ
ゅ
う
ぎ
ょ
う
じ

え
し
ょ
う

な 

ご 

や    

め
い 

し
ょ  

う
ち
わ  

え

き
ん
め
い

ぶ
ん  

か

ろ
く

ま
き
わ
ら
ぶ
ね

み  

よ
し

ち

け
ん
と
う

提
灯
の
明
か
り
が
美
し
く
揺
れ
る

名
古
屋
中
心
街
の
天
王
祭
り

中
区
栄
に
あ
る
洲
崎
神
社
は
、

天
王
信
仰
を
集
め
た
由
緒
あ
る
社
だ
。

７
月
に
行
わ
れ
る
ち
ょ
う
ち
ん
祭
も
、

ル
ー
ツ
は
江
戸
時
代
ま
で
遡
る
。

例
年
、大
勢
の
人
出
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

洲
崎
神
社

ち
ょ
う
ち
ん
祭

す

さ
き

開
催
日

主　

催

毎
年
７
月
第
３
土
曜
日
・
日
曜
日

洲
崎
神
社

中
区
洲
崎
神
社

午前～夕方

19：00
20：00
21：00

神事

献灯（ロウソクに火を灯す）

献灯（再び火を灯す）

終了

SCHEDULE

※両日とも同じスケジュール
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平針・原・平針北婦人会を中心に、太鼓の音で盆踊りが行われる。

尾治針名根連命（おわりはりなねむらじのみこと）を
主祭神として祭る。本殿前の東側に、天王社がある。
天王社は、かつては飯田街道沿いにあった。

提灯山の下で、木遣り音頭を披露する。

平針駅

赤池駅
大堤池

針名神社

地下鉄鶴舞線 豊田線

名
二
環

荒池

56

こ
と
が
名
古
屋
城
下
で
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　
提
灯
山
を
組
み
立
て
る
の
は
、

平
針
木
遣
り
音
頭
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
だ
。
木
遣
り
音
頭
と
は
、
木

材
や
石
を
運
ぶ
時
に
歌
う
作
業
歌

で
、
祝
い
歌
で
も
あ
る
。
名
古
屋

城
築
城
時
、
石
を
運
ぶ
際
な
ど
に

歌
わ
れ
て
い
た
と
の
伝
え
も
。
こ

こ
平
針
で
は
現
在
は
１６
曲
の
木
遣

り
音
頭
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
提
灯
山
の
組
み
立
て
が
始
ま
る

の
は
、
朝
７
時
頃
か
ら
。
地
面
に

寝
か
さ
れ
た
柱
に
提
灯
を
取
り
付

け
る
。
正
午
頃
に
は
、
く
く
り
付

け
た
ロ
ー
プ
を
ク
レ
ー
ン
で
引
っ

張
っ
て
柱
を
起
こ
す
。
こ
の
柱
の
引

き
起
こ
し
は
、
か
つ
て
は
人
力
で

行
わ
れ
て
い
た
。
な
か
な
か
の
重

労
働
だ
。士
気
を
高
め
る
よ
う
に
、

木
遣
り
音
頭
を
歌
っ
た
と
い
う
。

　
提
灯
を
飾
っ
た
柱
を
立
て
起
こ

し
、
周
り
で
盆
踊
り
な
ど
を
す
る

行
事
を「
提
灯
ト
ボ
シ
」と
言
い
、

神
社
が
所
蔵
す
る『
針
名
神
社
誌
』

に
よ
る
と
、
昭
和
初
期
ま
で
は
、

近
く
を
通
る
飯
田
街
道
沿
い
で
夏

の
間
に
何
度
も
柱
を
立
て
て
い

た
。

　
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は
約
３０

人
。
高
齢
化
が
進
み
、
後
継
者
不

足
が
心
配
の
種
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー

の
ひ
と
り
は「
こ
の
祭
り
に
木
遣
り

音
頭
は
欠
か
せ
な
い
も
の
。
楽
譜

も
な
く
、
口
伝
え
だ
け
で
４
０
０

年
も
の
間
受
け
継
が
れ
て
き
た
地

域
の
宝
。
子
ど
も
た
ち
に
ぜ
ひ
覚

え
て
も
ら
い
た
い
」と
語
る
。

　
現
在
、
市
内
で
ほ
か
に
提
灯
ト

ボ
シ
を
行
っ
て
い
る
の
は
守
山
区
上

志
段
味
や
下
志
段
味
、
西
区
八
坂

神
社
な
ど
限
ら
れ
た
場
所
だ
。
こ

こ
針
名
神
社
天
王
祭
の
提
灯
ト
ボ

シ
は
、
昭
和
初
期
に
一
度
中
断
し

た
が
、
昭
和
５７（
１
９
８
２
）年
に

復
活
し
た
も
の
だ
。

　
祭
り
は
午
後
６
時
頃
よ
り
、
提

灯
山
の
下
で
木
遣
り
音
頭
が
披
露

さ
れ
る
。
お
よ
そ
１
時
間
に
わ
た

り
木
遣
り
音
頭
の
唄
声
が
薄
暗
い

空
に
響
く
。
人
出
が
ど
っ
と
増
え

て
く
る
午
後
７
時
を
過
ぎ
る
と
、

祭
り
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
、「
天
王
祭
」

の
柱
を
ぐ
る
り
と
取
り
囲
ん
で
盆

踊
り
が
行
わ
れ
る
。
　

　
祭
り
の
主
催
者
で
あ
る
針
名
神

社
の
宮
司
も
伝
統
を
守
る
重
要
性

を
痛
感
し
て
い
る
ひ
と
り
だ
。「
一

度
失
っ
た
も
の
は
、
二
度
と
取
り

戻
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
域

で
長
く
続
い
て
き
た
祭
り
は
、
も

ち
ろ
ん
な
く
し
て
は
い
け
な
い
も

の
。
次
の
世
代
へ
と
き
ち
ん
と
し
た

形
で
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
」

　
毎
年
約
２
0
0
0
人
も
の
見
物

客
が
集
ま
る
と
い
う
針
名
神
社
天

王
祭
。
こ
の
祭
り
で
最
も
印
象
的

な
の
は
、
提
灯
を
並
べ
て
表
現
し

た「
天
王
祭
」の
文
字
だ
ろ
う
。
鳥

居
の
前
の
広
い
駐
車
場
の
中
央
に

据
え
付
け
ら
れ
た
、
高
さ
１０
m
ほ

ど
の
文
字
は
、
夏
の
夜
空
に
浮
か

ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
れ
は
、
天
王
祭
の
飾
り
物
と

し
て
名
古
屋
市
内
で
広
く
見
ら
れ

る「
提
灯
山
」の
一
種
だ
。
市
域
北

部
で
出
さ
れ
る
提
灯
山
は
、
一
本

の
柱
に
傘
の
よ
う
に
提
灯
が
何
段

も
吊
る
さ
れ
る
立
体
的
な
も
の
が

主
流
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
針

名
神
社
天
王
祭
の
提
灯
山
は
平
面

的
だ
。
大
き
な
二
本
の
柱
を
平
行

に
立
て
、
鉄
骨
の
ポ
ー
ル
を
組
み

合
わ
せ
て
高
さ
１０
m
ほ
ど
の
ヤ
グ

ラ
を
作
り
、
そ
こ
に
提
灯
を
並
べ

て
い
く
。

　
ル
ー
ツ
は
定
か
で
は
な
い
が
、

江
戸
時
代
中
期
に
は
始
ま
っ
て
い

た
よ
う
だ
。
尾
張
藩
士
・
朝
日
文

左
衛
門
が
記
し
た
日
記『
鸚
鵡
籠

中
記
』に
は
、
帆
か
け
船
や
軍
配

団
扇
な
ど
の
絵
、
そ
し
て「
天
王
」

と
い
う
文
字
を
提
灯
で
形
づ
く
る

ち
ゅ
う 

き

ぐ
ん
ば
い

お
う
む

ろ
う

ざ
　
え
　
も
ん

あ
さ
　
ひ
　
ぶ
ん

う
ち
わ

か
さ

ち
ょ
う
ち
ん
や
ま

つ

味
わ
い
深
い

木
遣
り
の
歌
声

夜
空
に
浮
か
ぶ

「
天
王
祭
」の
文
字

子
ど
も
た
ち
を
見
下
ろ
す

巨
大
な
提
灯
ト
ボ
シ

10
m
の
提
灯
山
と
木
遣
り
音
頭
が

祭
り
の
シ
ン
ボ
ル

天
白
区
平
針
に
あ
る
針
名
神
社
で
は
、

毎
年
7
月
の
海
の
日
に
天
王
祭
を
開
催
。

高
さ
10
m
の
提
灯
山
が
引
き
起
こ
さ
れ

木
遣
り
音
頭
が
披
露
さ
れ
る
。

壮
観
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

針
名
神
社
天
王
祭

は
り

な

て
ん

の
う

さ
い

毎
年
７
月
第
３
月
曜
日（
祝
日
）

針
名
神
社

開
催
日

主　

催

天
白
区
針
名
神
社

き
　
や



［上］浅間社の社務所には、かつての祭りの様子を写した写
真が大切に飾られていた。 ［下］大勢の見物客でにぎわい
を見せる。

祭りのフィナーレを飾る打ち上げ花火

［右］お椀のように提灯が飾られた巻藁屋形。［左
上］大きな神楽屋形。4基ある。［左中］手際よく提灯
を飾っていく。［左下］昼祭りの巻藁屋形の様子。

浅間社
新川

庄
内
川

一
色
大
橋

106

下之一色
魚市場

1

　
祭
り
は
、
朝
８
時
頃
か
ら
始
ま

る
。
一
部
、
二
部
な
ど
と
呼
ぶ
祭

り
の
組
が
、「
カ
グ
ラ
」と
呼
ば
れ

る
神
楽
屋
形
を
曳
い
て
町
内
を
巡

行
す
る
。
高
さ
３ｍ
ほ
ど
も
あ
る

屋
形
は
、金
箔
の
彫
刻
で
豪
華
だ
。

江
戸
時
代
後
期
の
製
作
と
言
わ
れ

る
。
神
楽
屋
形
は
午
後
２
時
頃
に

は
浅
間
社
に
集
ま
り
、
揃
い
の
浴

衣
を
着
た
子
ど
も
た
ち
が
行
列
し

な
が
ら
踊
る「
道
踊
り
」や
太
鼓
囃

子
が
奉
納
さ
れ
る
。

　
こ
う
い
っ
た「
昼
祭
り
」に
引
き

続
き
、
慌
た
だ
し
く
夜
に
向
け
て

準
備
が
始
ま
る
。
献
灯
の
た
め
、

人
々
は
屋
形
に
提
灯
を
吊
る
し
た

竿
を
半
球
状
に
手
際
よ
く
飾
っ
て

い
く
。
実
行
委
員
会
の
ひ
と
り
は
、

「
悪
霊
を
封
じ
込
め
る
た
め
、
お

椀
の
よ
う
に
飾
り
ま
す
」と
話
し

た
。
天
王
祭
り
は
災
い
や
罪
を
流

す
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
陽
が
落
ち
る
頃
に
な
る
と
、
大

勢
の
見
物
客
が
集
ま
っ
て
く
る
。

ま
る
で
提
灯
の
明
か
り
に
吸
い
寄

せ
ら
れ
る
よ
う
だ
。
彼
ら
の
お
目

当
て
は
、
打
ち
上
げ
花
火
。
夏
の

夜
空
に
大
輪
の
花
が
い
く
つ
も
咲

き
誇
る
。
新
川
の
水
面
に
映
る
花

火
も
ま
た
、色
鮮
や
か
で
美
し
い
。

実
行
委
員
会
の
ひ
と
り
は「
こ
れ
だ

け
の
規
模
の
打
ち
上
げ
花
火
を
地

域
主
体
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

市
内
で
も
あ
ま
り
な
い
の
で
は
」と

胸
を
張
っ
た
。

　

　
一
色
ま
つ
り
は
、
二
方
を
川
に

囲
ま
れ
た
土
地
特
有
の
川
祭
り
が

基
盤
だ
。
戦
前
に
か
け
て
、
祭
り

の
中
心
は
も
っ
ぱ
ら
船
だ
っ
た
。
道

踊
り
も
、
当
時
は
船
に
飾
る
造
り

物
を
担
い
で
浅
間
社
か
ら
川
べ
り

ま
で
練
り
歩
い
た
行
事
だ
。
若
者

た
ち
は
組
ご
と
に
、
打
ち
出
の
小
槌

や
相
撲
取
り
な
ど
の
縁
起
の
良
い
モ

チ
ー
フ
の
張
り
子
を
作
っ
た
と
い
う
。

　
日
中
に
は
、
張
り
子
や
旗
を
飾

り
付
け
た
華
や
か
な
船
で
航
行
。

夜
に
は
、
明
か
り
を
灯
し
た
提
灯

を
載
せ
た
巻
藁
船
が
新
川
を
進
ん

だ
。
神
社
の
前
で
船
体
を
回
す
な

ど
、
船
の
操
作
技
術
に
長
け
た
漁

師
の「
見
せ
場
」も
あ
っ
た
と
い

う
。
昼
も
夜
も
何
艘
も
の
船
が
川

面
を
進
む
勇
壮
な
祭
り
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。

　「
時
代
の
変
化
と
と
も
に
内
容
も

変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
祭
り
を
大

切
に
す
る
思
い
は
、
絶
や
し
て
は

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。
そ

う
語
る
実
行
委
員
の
ひ
と
り
は
、

地
元
の
小
中
学
校
で
町
や
祭
り
の

歴
史
を
伝
え
る
出
張
授
業
を
行
っ

て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
強
い
思
い

が
あ
れ
ば
、
漁
師
町
な
ら
で
は
の

伝
統
は
、
次
世
代
へ
と
確
実
に
受

け
継
が
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
中
川
区
下
之
一
色
町
周
辺
は
、

か
つ
て
伊
勢
湾
で
も
有
数
の
漁
師

町
だ
っ
た
。
昭
和
３４（
１
９
５
９
）

年
の
伊
勢
湾
台
風
の
の
ち
漁
業
を

取
り
や
め
て
い
る
が
、
昭
和
２０
年

代
に
は
漁
師
は
１
２
０
０
人
以

上
、
漁
船
は
４
０
０
隻
以
上
を
誇
っ

た
と
い
う
。

　
一
色
ま
つ
り
は
、
下
之
一
色
の

氏
神
で
あ
る
浅
間
社
の
祭
り
。
本

来
は
、
新
川
堤
防
上
に
祀
ら
れ
て

い
た
天
王
社
の
祭
礼
の
流
れ
を
汲

ん
で
い
る
。
祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
は
浅

間
社
参
道
前
に
飾
ら
れ
た「
巻
藁

屋
形
」と
呼
ば
れ
る
木
組
み
の
造
り

物
。
か
つ
て
天
王
祭
の
出
し
物
と

し
て
船
の
上
に
組
ま
れ
た
屋
形
だ
。

大
き
な
カ
グ
ラ
が

見
ど
こ
ろ

打
ち
上
げ
花
火
に

歓
声
が

漁
師
町
な
ら
で
は
の

川
祭
り

し
も   

の    

い
っ
し
き

せ
ん
げ
ん
し
ゃ

ま
つ

た

そ
う

ま
き 

わ
ら    

や 

か
た

ひ

け
ん
と
う

大
き
な
屋
形
や
道
踊
り
に
残
る

漁
師
町
の
川
祭
り
の
風
情

庄
内
川
と
新
川
に
挟
ま
れ
た

中
川
区
下
之
一
色
町
周
辺
で
は
、

昭
和
30
年
代
ま
で
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
。

一
色
ま
つ
り
は
、漁
師
町
な
ら
で
は
の
勇
壮
な
祭
り
だ
。

そ
の
名
残
は
今
も
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

一
色
ま
つ
り

い
っ
し
き

開
催
日

主　

催

隔
年
７
月
26
日
よ
り
前
の
土
曜
日

一
色
ま
つ
り
実
行
委
員
会

中
川
区
下
之
一
色
町
一
帯



近所の人びとが多数集まり、盆踊りに参加する。

蛇池に浮かべられた万灯。風に流され、散り散りになる。

綱を手でたぐり、船は中央へと進む。ご
神体のそばに、そっと万灯を浮かべる。

［上］ご神体（浮代）。当日の朝、社殿から出
され池の中央に設けられる。［中・下］万灯は、
ひとつずつ手作りで準備。お祓いが済まされ
ると灯りが灯される。

創建は明治42（1909）年といい、本殿
は昭和38（1963）年に建てられた。

蛇池神社

比良駅

蛇池公園

庄内川

東海交通事業 城北線

楠JCT名二環

新地蔵川

洗堰緑地

　
万
灯
と
は
、
手
の
ひ
ら
ほ
ど
の

大
き
さ
の
曲
物
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
乗

せ
、
色
紙
で
覆
っ
た
も
の
だ
。
参

拝
者
は「
家
内
安
全
」「
病
気
平
癒
」

な
ど
の
願
い
事
を
紙
に
書
い
て
祈

願
す
る
。

　
宮
司
が
お
祓
い
を
済
ま
せ
た
万

灯
は
、
白
装
束
に
身
を
包
ん
だ
厄

年
の
男
性
が
小
舟
に
乗
せ
、
池
の

中
央
へ
設
け
ら
れ
た
ご
神
体
・
浮

代
へ
と
運
ば
れ
る
。
浮
代
へ
た
ど
り

着
く
と
、
万
灯
は
男
性
の
手
に
よ
っ

て
、
そ
っ
と
浮
か
べ
ら
れ
て
い
く
。

赤
、
黄
、
青…

。
ろ
う
そ
く
の
炎

で
色
と
り
ど
り
に
照
ら
さ
れ
た
万

灯
が
、
漆
黒
の
水
面
で
た
ゆ
た
う

様
は
実
に
幻
想
的
。
美
し
い
眺
め

だ
。

　
蛇
池
神
社
で
は
春
に
も
大
き
な

祭
り
が
行
わ
れ
る
。
４
月
第
２
日

曜
日
に
開
催
さ
れ
る「
櫃
流
し
」神

事
だ
。

　
お
櫃
と
呼
ば
れ
る
曲
物
に
赤
飯

を
盛
っ
て
蛇
池
に
流
す
こ
の
神
事
に

は
、
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　
あ
る
日
、
惣
右
衛
門
と
い
う
商

家
の
妻
が
小
さ
な
蛇
を
助
け
た

が
、
乳
飲
み
子
を
残
し
て
亡
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
子
は
乳
母
が
大

変
に
か
わ
い
が
っ
て
育
て
た
。
役
目

を
終
え
て
乳
母
が
去
る
と
き
、
家

人
に
見
送
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
蛇
池

に
黒
い
雲
が
垂
れ
込
み
、
金
鱗
の

大
蛇
が
池
の
中
へ
没
し
よ
う
と
す

る
の
を
見
た
。
実
は
乳
母
は
、
蛇

池
の
龍
神
の
化
身
だ
っ
た
の
だ
。
惣

右
衛
門
は
、
乳
母
へ
の
お
礼
と
し
て

蛇
池
に
赤
飯
を
流
し
た
と
い
う
。

　
こ
う
い
っ
た
龍
神
信
仰
は
名
古

屋
市
域
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ

る
。
大
蛇
に
関
わ
る
伝
説
が
残
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
多
く
が
ご
利

益
や
行
事
を
伴
う
こ
と
や
、
寺
社

だ
け
で
な
く
地
域
や
個
人
な
ど
担

い
手
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
に

特
徴
が
あ
る
。

　
現
在
、
祭
り
を
支
え
る
の
は
長

ら
く
地
域
で
暮
ら
し
て
き
た
人
々

だ
。
祭
り
の
運
営
に
携
わ
る
７０
代

の
男
性
は
、「
子
ど
も
の
頃
の
記
憶

を
頼
り
に
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
受

け
継
い
で
き
た
私
た
ち
の
思
い
を
、

次
の
世
代
に
託
し
て
い
け
れ
ば
。

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
行
事
な
の

で
、
い
つ
ま
で
も
続
け
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
」と
語
る
。

　
地
域
で
ず
っ
と
語
り
継
が
れ
て

き
た
蛇
池
に
ま
つ
わ
る
ス
ト
ー

リ
ー
。
万
灯
流
し
は
、
そ
ん
な
伝

説
と
密
接
に
絡
み
あ
う
、
こ
の
土

地
な
ら
で
は
の
祭
り
で
あ
る
。

市
内
で
は
珍
し
い

幻
想
的
な
光
景

龍
神
信
仰
に
伴
う

祭
礼
行
事

　
西
区
比
良
に
あ
る
蛇
池
は
、
５

分
も
あ
れ
ば
歩
い
て
一
周
す
る
こ

と
が
で
き
る
小
さ
な
池
だ
。
ほ
と

り
に
蛇
池
神
社
が
あ
り
、
周
辺
は

蛇
池
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

る
。

　
実
は
織
田
信
長
と
の
縁
も
深

い
。
大
蛇
を
退
治
す
る
た
め
、
信

長
も
入
っ
た
と
い
う
伝
説
の
地
で
も

あ
る
の
だ（『
信
長
公
記
』）。

　
毎
年
８
月
２０
日
に
開
催
さ
れ
て

い
る
の
が
、
蛇
池
神
社
万
灯
流
し

大
祭
。
古
く
か
ら
開
催
さ
れ
て
き

た
地
元
の
夏
の
風
物
詩
だ
。

　
仏
式
・
神
式
で
の
神
事
が
社
殿

で
行
わ
れ
た
の
ち
、
午
後
７
時
か

ら
神
社
前
の
広
場
で
盆
踊
り
が
奉

納
さ
れ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
午

後
８
時
過
ぎ
。
た
く
さ
ん
の
灯
篭

を
蛇
池
に
流
し
祓
う「
万
灯
流
し
」

神
事
が
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
る
。

続
い
て
、
煌
び
や
か
な
金
魚
花
火

や
仕
掛
け
花
火
が
上
が
り
、
蛇
池

の
周
り
に
集
ま
っ
た
人
々
の
顔
を

明
る
く
照
ら
す
。

西
区
に
伝
わ
る

夏
の
風
物
詩

ひ
　
ら

う
き

し
ろ

は
ら

し
ん
ち
ょ
う
こ
う
き

ひ
つ

そ
　
う
　
え  

も
ん

大
蛇
伝
説
が
残
る
池
に
揺
れ
る

幻
想
的
な
万
灯
の
灯
り

大
蛇
を
退
治
す
る
た
め
に

織
田
信
長
も
訪
れ
た
と
い
う
西
区
蛇
池
。

そ
の
地
で
行
わ
れ
る
夏
祭
り
は
、

代
々
語
り
継
が
れ
た
伝
説
と
絡
み
合
っ
た

こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
大
切
な
行
事
だ
。

蛇
池
神
社

万
灯
流
し
大
祭

じ
ゃ

い
け

ま
ん

と
う

た
い

さ
い

毎
年
８
月
20
日

蛇
池
神
社
世
話
人
会

開
催
日

主　

催
西
区
蛇
池
公
園



［右］大浜街道を練り歩く一行。ここは大行列の
スケールが味わえる。［左上］町並みを抜け、八幡
社へと到着した傘鉾車や松車。［左下］ひときわ
目を引く赤い顔の大人形が、先導を務める「ええ
猩々」。頭は弘化4（1847）年から使われている。

氷上姉子神社には出店も並び大勢の見物客が
集まる。

新町組の松車。修繕されているが、内部に天
保年間の墨書きがあるという。

『尾張年中行事絵抄』秋之部八月上「氷上社祭」（公益財団法人東洋文庫所蔵）より。氷上
姉子神社の境内に花車を曳いた行列が入っていく風景。

JR大高駅

大高城跡

名古屋高速
３号大高線

津島社

秋葉社

八幡神社

氷上姉子神社

大高IC

　
車
の
上
に
立
つ
赤
い
幕
を
吊
り

下
げ
た
傘
は「
傘
鉾
」で
あ
る
。「
風

流
」と
呼
ば
れ
る
華
や
か
な
祭
り
の

出
し
物
の
ひ
と
つ
で
、
そ
の
歴
史

は
中
世
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
名
古
屋
城

下
や
そ
の
周
辺
で
は
、
祭
礼
の
際

に
捧
げ
持
っ
た
り
飾
っ
た
り
し
て

い
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
、
江
戸
時

代
後
期
に
な
る
と
、車
輪
が
付
い
た
。

傘
鉾
車
と
対
と
な
る
松
車
は
、
高

力
猿
猴
庵（
１
７
５
６
〜
１
８
３

１
）に
よ
る『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』

の「
氷
上
社
祭
」挿
絵
に
も
見
ら
れ

る
も
の
だ
。

　
現
在
使
わ
れ
て
い
る
花
車
の
中
に

は
、
修
繕
さ
れ
な
が
ら
当
時
よ
り

使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
言

う
。
組
ご
と
に
趣
向
を
凝
ら
し
た

飾
り
付
け
が
な
さ
れ
比
べ
見
る
の

も
楽
し
い
。

　
行
列
の
先
頭
を
歩
く
の
は
、「
猩

々
」と
呼
ば
れ
る
大
人
形
。
竹
組

み
の
胴
体
に
、
紙
を
貼
り
重
ね
て

つ
く
っ
た
ハ
リ
ボ
テ
の
顔
が
差
し
こ

ま
れ
て
い
る
。
東
海
道
沿
い
の
町
々

で
は
馴
染
み
深
い
が
、
そ
の
ほ
か

の
地
域
で
は
あ
ま
り
見
か
け
る
こ

と
が
な
い
。
こ
れ
も
近
世
後
期
の

名
古
屋
に
お
け
る
練
り
物
風
流
の

ひ
と
つ
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
祭
り
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
氷
上

姉
子
神
社
の
境
内
に
入
る
と
、猩
々

の
動
き
は
激
し
さ
を
増
す
。
子
ど

も
た
ち
を
追
い
か
け
た
り
、
猩
々

同
士
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
り…

。
そ

の
姿
は
多
く
の
人
の
目
を
釘
付
け

に
す
る
。
ま
さ
に
人
気
者
で
あ
り
、

祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
と
言
え
る
存
在

だ
。
猩
々
は
酒
好
き
と
さ
れ
て
お

り
顔
は
赤
く
、
中
に
は
酒
器
の
ひ

ょ
う
た
ん
を
モ
チ
ー
フ
に
付
け
た

「
ど
て
ら
」を
着
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
一
時
は
後
継
者
不
足
に
陥
っ
た

が
、
現
在
は
若
い
世
代
を
中
心
に

伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
三

十
代
の
世
話
役
の
一
人
は
こ
う
話

す
。「
伊
勢
湾
台
風
が
起
こ
っ
た
六

十
年
前
、
先
人
た
ち

は
倉
庫
の
天
井
を
壊

し
て
ま
で
も
水
害
か

ら
花
車
を
守
ろ
う
と

し
た
そ
う
で
す
。
そ

れ
だ
け
祭
り
を
大
切

に
し
て
い
た
証
拠
。

そ
の
灯
を
絶
や
さ
ず
、

未
来
へ
と
つ
な
い
で
行

く
の
が
、
私
た
ち
の

役
目
で
す
」

　
囃
子
を
囃
す
娘
の

様
子
を
心
配
そ
う
に

見
守
る
四
十
代
の
男

性
は「
私
も
子
ど
も

の
頃
、
笛
を
吹
き
ま

し
た
。
娘
も
同
じ
経
験
を
し
て
く

れ
て
、
感
慨
深
い
で
す
ね
」と
目
を

細
め
た
。

　
親
か
ら
子
、
ま
た
そ
の
子
へ
。

伝
統
は
こ
う
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

祭
り
に
華
を
添
え
る

傘
鉾
車
に
猩
々

伝
統
を

未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
に

　
毎
年
１０
月
の
第
１
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
大
高
祭
り
は
、
五
穀
豊

穣
へ
の
感
謝
を
示
す
氷
上
姉
子
神

社
の
例
祭
だ
。
同
神
社
は
熱
田
神

宮
の
元
宮
と
も
言
わ
れ
、
大
高

町
で
暮
ら
す
人
々
は
親
し
み
を
込

め
て「
お
ひ
か
み
さ
ん
」と
呼
ん
で

い
る
。

　
祭
り
は
早
朝
、「
江
明
の
辻
」と

呼
ば
れ
る
狭
い
路
地
が
交
差
す
る

角
の
、
秋
葉
社
と
い
う
小
さ
な
社

か
ら
始
ま
る
。
法
被
を
ま
と
っ
た

氏
子
や
子
ど
も
が
、
傘
鉾
車
や
松

車
と
呼
ば
れ
る
花
車
を
曳
き
な
が

ら
、
囃
子
を
囃
し
町
内
を
練
り
歩

く
。
最
後
に
は
、
町
内
の
９
つ
の

地
区（
組
）が
氷
上
姉
子
神
社
に
大

列
に
な
っ
て
集
ま
る
。
境
内
で
は

神
事
が
行
わ
れ
、
囃
子
の
奉
納
や

花
車
の
曳
き
ま
わ
し
に
よ
る
参
拝

が
行
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
花
車

は
、
南
区
笠
寺
や
緑
区
鳴
海
・
有

松
な
ど
市
内
東
南
部
の
東
海
道
沿

い
の
町
々
に
見
ら
れ
る
も
の
だ

が
、
１８
輌
も
曳
き
出
さ
れ
る
の
は

大
高
祭
り
の
み
。
圧
巻
の
ス
ケ
ー

ル
だ
。

町
を
練
り
歩
く
行
列

ふ

り
ゅ
う

り
き
え
ん
こ
う
あ
ん

こ
う

こ

し
ょ
う

じ
ょ
う

お
お

つ

ね

ご 

こ
く
ほ
う

じ
ょ
う

も
と
み
や

ひ
か
み
あ
ね
ご

え
み
ょ
う

う
じ  

こ

か
さ
ほ
こ
ぐ
る
ま

ぐ
る
ま

だ   

し

ま
つ

は
や
し

は
や

ひ

つ
じ

情
緒
あ
る
町
並
み
に
続
く
、

豊
穣
を
祝
う
大
行
列

酒
蔵
や
商
家
な
ど
、

古
い
建
物
が
多
く
残
る
緑
区
大
高
町
。

五
穀
豊
穣
を
祝
う
大
高
祭
り
は
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
行
事
だ
。

地
域
住
民
の
心
の
寄
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

大
高
祭
り

お
お

だ
か

開
催
日

主　

催

毎
年
10
月
第
１
日
曜
日

大
高
祭
り
実
行
委
員
会

緑
区
大
高
町
一
帯



烏森神楽太鼓会による曲太鼓の奉納。八幡社にある氏子
会館で練習をしている。

町之切の舞。並んだり、向かい合ったりしながらしなやかに舞う。

無病息災を祈りながらお湯を口にする参加者

豪華な彫刻の神楽屋形

神楽屋形の巡行には、神楽太鼓が付き添って打ち鳴らす。締
太鼓の甲高い音と笛囃子の音でにぎやかだ。

中之切の舞。まるで手遊びするように舞う。

烏森天神社

近鉄
八田駅

地
下
鉄
東
山
線

烏森駅

八幡社

八田駅
JR関西本線

岩塚駅

神明社

名古屋高速5号万場線
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を
練
り
歩
く
獅
子
舞
は
よ
く
見
ら

れ
る
が
、
烏
森
三
社
秋
祭
り
の「
子

供
獅
子
」は
、
順
に
三
社
を
巡
り
、

拝
殿
で
小
学
５
年
生
の
男
子
に
よ
っ

て
舞
が
披
露
さ
れ
る
と
い
う
も
の

だ
。
南
之
切
と
中
之
切
の「
子
供
獅

子
」は
、
獅
子
頭
を
つ
け
た
１
人
、

そ
の
左
右
に
面
を
つ
け
た
２
人
が

並
び
、
鈴
が
付
い
た
輪
を
身
体
や

床
に
打
ち
付
け
な
が
ら
舞
う
。

　
一
方
の
町
之
切
の「
子
供
獅
子
」

は
、
獅
子
頭
を
つ
け
た
２
人
が
、

両
手
に
持
っ
た
神
楽
鈴
と
御
幣
を

振
り
な
が
ら
、
前
に
後
ろ
に
歩
く

舞
で
あ
る
。
女
性
的
な
動
き
が
特

徴
だ
。

　
江
戸
時
代
後
期
か
ら
近
代
に
か

け
て
、
旧
海
部
郡
か
ら
名
古
屋
西

南
部
で
は
、
嫁
獅
子
の
格
好
で
演

じ
る
獅
子
芝
居
や
曲
芸
獅
子
舞
が

流
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
烏
森
町
が
伝
え
る「
子
供
獅

子
」は
、
こ
れ
ら
に
関
係
が
深
い
。

　
舞
手
の
着
物
に
は
、
黄
色
の
短
い

襷
が
締
め
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
小

学
1
年
生
の
男
子
が
産
着
を
着
て

舞
っ
た
名
残
だ
と
い
う
。
太
平
洋
戦

争
の
前
後
に
は
大
人
が
舞
を
披
露

し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　
古
く
か
ら
祭
り
を
知
る
町
内
の

長
老
は「
私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
、

舞
手
は
憧
れ
の
存
在
。
そ
の
座
を

競
っ
た
も
の
で
す
。
少
子
化
の
影
響

で
、
舞
手
を
探
す
の
も
大
変
な
時
代

で
す
が
、
な
ん
と
か
伝
統
を
守
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」と
話
す
。

一
方
、
舞
を
披
露
し
た
男
子
は「
緊

張
し
た
け
ど
集
中
し
て
、
練
習
通

り
に
踊
れ
ま
し
た
。
と
て
も
い
い
経

験
が
で
き
ま
し
た
。
や
っ
て
み
て
よ

か
っ
た
で
す
」と
笑
顔
を
見
せ
た
。

　
祭
り
で
は
こ
の
ほ
か
、
湯
立
神

事
も
行
わ
れ
る
。
三
社
も
各
拝
殿

前
に
は
、
お
湯
が
グ
ラ
グ
ラ
と
煮

立
っ
た
釜
を
用
意
。
こ
の
お
湯
を

口
に
す
る
と
、
１
年
間
健
康
で
過

ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
　

　　
八
幡
社
で
は
旧
暦
の
８
月
１５

日
、
天
神
社
で
は
旧
暦
の
８
月
２５

日
、
神
明
社
で
は
旧
暦
９
月
１６
日

に
、
夜
祭
り
を
開
催
。
午
後
７
時

頃
、
当
番
の
神
社
に
ほ
か
の
２
地

区
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら

参
詣
す
る
。

　
か
が
り
火
と
提
灯
の
明
か
り
に

照
ら
さ
れ
、
夜
の
闇
に
浮
ぶ
よ
う

に
見
え
る
拝
殿
で
、
子
ど
も
た
ち

が
舞
を
披
露
す
る
。
本
祭
り
と
同

じ
舞
だ
が
、
見
る
者
を
よ
り
厳
か

な
気
分
に
さ
せ
る
。
時
間
が
許
す

な
ら
、
夜
祭
り
と
本
祭
り
を
見
比

べ
て
み
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
中
村
区
烏
森
町
に
あ
る
三
つ
の

神
社（
天
神
社
、神
明
社
、八
幡
社
）

は
、
あ
わ
せ
て
烏
森
三
社
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
そ
こ
を
舞
台
に
行
わ

れ
る
の
が
烏
森
三
社
秋
祭
り
だ
。

　
町
は
３
つ
の
地
区
に
分
か
れ
、

以
前
は
南
之
切
、
中
之
切
、
町
之

切
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
祭
り
で
は
、

そ
の
ぞ
れ
の
地
区
が
持
つ「
カ
グ

ラ
」と
呼
ば
れ
る
神
楽
屋
形
の
巡
行

が
行
わ
れ
る
。
龍
や
獅
子
な
ど
が

彫
刻
さ
れ
、
金
箔
で
飾
っ
た
豪
華

な
屋
形
だ
。
烏
森
町
一
帯
で
曳
き

回
さ
れ
、
併
せ
て
獅
子
舞
の
ひ
と

つ
で
あ
る「
子
供
獅
子
」や
曲
太
鼓

が
奉
納
さ
れ
る
。

　
市
域
西
南
部
に
は
、
神
楽
屋
形

を
所
有
す
る
地
区
が
多
い
。
華
麗

に
装
飾
さ
れ
た
神
楽
屋
形
は
地
域

の
シ
ン
ボ
ル
だ
。
か
つ
て
は
市
内
に

１
４
０
あ
ま
り
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
半
数
が
太
平
洋
戦
争

や
伊
勢
湾
台
風
な
ど
で
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。
ま
た
、
神
楽
屋
形
と
の

関
係
が
深
い
獅
子
舞
も
、
ほ
と
ん

ど
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
子
ど
も
が
獅
子
頭
を
持
っ
て
町
内

※ 嫁獅子…獅子頭を着け、女形の着物をまとって舞うもの。

地
域
の
シ
ン
ボ
ル
・

カ
グ
ラ
屋
形

鈴
の
音
が
響
く

「
子
供
獅
子
」

旧
暦
に
行
わ
れ
る

夜
祭
り

て
ん
じ
ん
し
ゃ

ご
　
へ
い

や  

か
た

じ
ゅ
ん
こ
う

ひ

た
す
き

ゆ
　
た
て 

し
ん

じ

し
ん
め
い
し
ゃ

は
ち
ま
ん
し
ゃ

烏
森
三
社
秋
祭
り

か
す

も
り

さ
ん

し
ゃ

開
催
日

主
　
催

本
祭
り
：
毎
年
10
月
第
2
月
曜
日（
祝
日
）

夜
祭
り
：
毎
年
旧
暦
8
月
15
日
、8
月
25
日
、9
月
16
日

烏
森
氏
子
総
代
会

中
村
区
烏
森
町
一
帯

子
ど
も
た
ち
が
披
露
す
る

鈴
や
御
幣
を
使
っ
て
舞
う
嫁
獅
子

※

烏
森
三
社
秋
祭
り
で
奉
納
さ
れ
る「
子
供
獅
子
」は
、

か
つ
て
市
内
西
部
の
各
所
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
が

い
つ
し
か
、こ
こ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

少
子
化
の
影
響
で
踊
り
手
が
少
な
く
な
る
中
、

伝
統
の
火
を
消
す
ま
い
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。




