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呼
ば
れ
る
）
を
境
に
鳥
羽
地
区
を
東
西
に

分
け
、
西
は
「
福
地
」、
東
は
「
乾
地
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
神
男
は
福
地

が
鈴
木
聖
規
さ
ん
、
乾
地
が
立
川
浩
樹
さ

ん
で
す
。
神
男
は
祭
り
の
３
日
前
の
夜
か

ら
社
務
所
に
こ
も
り
、
朝
７
時
と
夜
７
時

に
桶
５
杯
の
水
を
か
ぶ
る
な
ど
し
て
、
身

を
清
め
ま
す
。

　
前
年
の
神
男
の
こ
と
を「
添
え
棒
」と
い

い
、
そ
の
年
の
神
男
を
補
佐
し
、
指
導
し

ま
す
。
祭
り
で
駆
使
す
る
「
ゆ
す
り
棒
」

の
操
作
を
介
添
え
す
る
な
ど
、
神
男
の
全

て
の
面
倒
を
み
ま
す
。

　
奉
仕
者
は
古
く
な
っ
た
祭
礼
幟の
ぼ
り

で
作
っ

た
装
束
を
身
に
ま
と
い
、
祭
り
に
臨
み
ま

す
。
す
ず
み
を
燃
え
や
す
く
す
る
た
め
、

炎
に
包
ま
れ
た
す
ず
み
に
つ
か
ま
り
、
全

身
で
揺
す
る
姿
や
、
頭
巾
の
形
が
猫
の
格

好
に
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
奉
仕
者
は

装
束
と
と
も
に
「
ネ
コ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
祭
り
の
起
源
は
、
記
録
な
ど
の
焼
失
の

た
め
不
詳
で
す
が
、
鳥
羽
神
明
社
が
創
建

さ
れ
た
と
さ
れ
る
１
２
０
０
年
前
（
大
同

年
間
）
ご
ろ
か
ら
火
祭
り
も
行
わ
れ
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
旧
暦

の
１
月
７
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
45
年
か
ら
は
、
２
月
の
第
２
日
曜
日

に
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
初
期
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た
『
三
河

鳥
羽
神
明
社
（
火
祭
）
正
月
七
日　
社
務

所
発
行
』
の
写
真
ア
ル
バ
ム
に
は
、
現
在

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
祭
り
の
様
子
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
祭
り
の
中
心
と
な
る
「
神
男
」
は
、
福

地
と
乾
地
か
ら
１
人
ず
つ
、
原
則
25
歳
厄

の
若
者
が
選
ば
れ
ま
す
。
鳥
羽
神
明
社
の

西
を
流
れ
る
水
路
（
地
元
で
は
宮
西
川
と

　
１
２
０
０
年
余
り
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
り
、
天
下
の
奇
祭
と
し

て
知
ら
れ
る
「
鳥
羽
の
火
祭
り
」。
夜
空
を
焦
が
す
巨
大
な
松た

い

明ま
つ

「
す
ず
み
」
の
中
か
ら
「
神し

ん

木ぎ

」
や
「
十じ

ゅ
う
に
な
わ

二
縄
」
を
福ふ

く

地じ

・
乾か

ん

地じ

の
ど
ち
ら
が
早
く
取
り
出
す
か
に
よ
り
、
そ
の
年
の
天
候
な
ど
が

占
わ
れ
ま
す
。
平
成
16
年
に
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
、
全
国
的
に
知
名
度
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
鳥
羽
の
火
祭
り
の
見
ど
こ
ろ
な
ど
を
写
真
と
共
に

お
伝
え
し
ま
す
。
今
年
の
祭
り
は
２
月
12
日
㈰
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

激
し
い
炎
と
熱
い
男
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
祭
り
の
迫
力
を
、
ぜ
ひ

現
地
で
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

鳥
羽
の
火
祭
り

千
二
百
年
の
伝
統
を
守
る 

天
下
の
奇
祭

祭
り
の
中
心
、
神
男

祭
り
の
歴
史

ネ
コ
と
呼
ば
れ
る
奉
仕
者

特集
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１
本
の
古
い
幟
か
ら
大
体
１
着
の
衣
が
作

ら
れ
ま
す
。

　
す
ず
み
は
東
西
１
基
ず
つ
作
ら
れ
、
そ

の
高
さ
は
約
５
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
は
約
２

ト
ン
に
及
び
ま
す
。
こ
の
巨
大
な
松
明
に

点
火
さ
れ
、
清
々
と
し
た
冬
の
夜
空
に
火

柱
が
立
ち
上
る
さ
ま
は
、
迫
力
満
点
。
ま

さ
に
祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

　
す
ず
み
を
作
る
に
は
、
外
側
に
巻
く
竹

簾す
だ
れ

用
の
青
竹
60
本
２
組
の
ほ
か
、
竹
簾
を

編
む
た
め
の
縄
や
十
二
縄
、
化
粧
縄
な
ど

多
く
の
わ
ら
縄
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
す
ず
み
の
中
に
入
れ
る
大
量
の
茅か
や
も

必
要
と
な
る
た
め
、
祭
礼
前
ま
で
に
鳥
羽

地
区
の
各
戸
は
茅
を
一
荷
ず
つ
、
神
社
に

納
め
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
神
木
に
な
る
ア

ベ
マ
キ
（
地
元
で
は
ト
チ
ノ
キ
と
呼
ば
れ

る
）、ゆ
す
り
棒
に
な
る
ク
ロ
マ
ツ
、
火
の

粉
を
払
う
た
め
の
「
払
い
棒
」
に
な
る
ヤ

マ
ザ
ク
ラ
、
火
の
勢
い
を
調
整
す
る
た
め

の
「
ア
テ
棒
」
に
な
る
モ
チ
ノ
キ
、
結
束

用
の
藤
づ
る
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
も
の
を

準
備
し
ま
す
。
１
月
中
旬
か
ら
祭
り
当
日

ま
で
毎
週
日
曜
日
に
、
氏
子
た
ち
は
材
料

集
め
に
奔
走
し
ま
す
。

　
今
年
は
旧
暦
の
う
る
う
年
に
当
た
る
た

め
、
す
ず
み
や
ゆ
す
り
棒
な
ど
は
大
き
く

作
ら
れ
ま
す
。

飾り茅

青竹 神木

茅
一の藤

二の藤

十二縄

背負い藤

御幣

左上／昭和５年ごろの火祭りの様子。
歴史と伝統がこの地で引き継がれ、
現在に至ります　左下／同じく昭和
５年ごろの様子。神男は水をかぶり、
身を清めます　右上／すずみを立て
るための穴を掘る神男　右中／青竹
を簾状に編んだ状態。この上に茅を
敷きます　右下／敷いた茅の中心に
神木を入れます

すずみの図

すずみの中

祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
、
す
ず
み
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が
上
が
る
と
、
関
係
者
が
神
社
に
集
ま
り

ま
す
。
奉
仕
者
は
社
務
所
で
下
帯
姿
に
着

替
え
、
腹
に
は
さ
ら
し
木
綿
を
巻
き
、
頭

に
は
鉢
巻
を
付
け
、
白
足
袋
を
履
き
ま
す
。

　
午
後
３
時
、
花
火
を
合
図
に
、
奉
仕
者

は
「
わ
っ
し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
勇

ま
し
く
声
を
上
げ
な
が
ら
、
神
男
と
添
え

棒
を
先
頭
に
約
１
㎞
離
れ
た
鳥
羽
海
岸
へ

み
そ
ぎ
に
向
か
い
ま
す
。
海
岸
に
到
着
し
、

儀
式
を
終
え
る
と
、
神
男
は
じ
め
奉
仕
者

は
海
に
入
り
、
沖
へ
向
か
っ
て
進
ん
で
い

き
ま
す
。
沖
で
は
首
ま
で
海
に
浸
か
り
、

祭
り
の
無
事
を
願
っ
て
身
を
清
め
ま
す
。

　
海
か
ら
上
が
る
と
、
海
岸
で
た
か
れ
る

火
で
暖
を
取
り
ま
す
。
神
男
と
添
え
棒
が
、

新
し
い
さ
ら
し
木
綿
な
ど
に
替
え
て
準
備

を
整
え
る
と
、
来
た
時
と
同
様
に
隊
列
を

組
ん
で
神
社
に
向
か
い
、
奉
仕
者
は
い
っ

た
ん
家
に
帰
り
ま
す
。

　
午
後
６
時
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
ネ
コ
の
装

束
を
着
た
奉
仕
者
が
続
々
と
境
内
に
集
ま

っ
て
き
ま
す
。
火
祭
り
を
一
目
見
よ
う
と
、

観
客
も
次
々
に
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。

　
午
後
７
時
30
分
、
関
係
者
全
員
で
お
は

ら
い
を
受
け
た
後
、
頭
の
上
か
ら
降
る
よ

う
に
塩
が
ま
か
れ
、
身
を
清
め
ま
す
。
い

よ
い
よ
、
す
ず
み
へ
と
向
か
い
ま
す
。
一

対
の
高
張
り
提
灯
と
弓
張
り
提
灯
、
火
打

ち
役
を
先
頭
に
、
神
男
と
添
え
棒
が
ゆ
す

り
棒
を
持
ち
、
奉
仕
者
が
隊
列
を
整
え
て
、

厳
か
に
す
ず
み
へ
進
み
ま
す
。
す
ず
み
の

前
で
お
は
ら
い
が
行
わ
れ
た
後
、
火
打
ち

　
祭
り
前
日
の
午
後
１
時
、
す
ず
み
作
り

が
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
、
60
本
（
今
年
は

61
本
）
の
青
竹
を
扇
状
に
並
べ
、
縄
で
簾

状
に
編
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
上
に
茅
を

敷
き
、
神
木
を
中
心
に
置
き
ま
す
。
再
び

茅
を
か
ぶ
せ
て
編
ん
だ
青
竹
で
、
す
巻
状

に
し
て
綱
で
い
っ
た
ん
締
め
、
藤
づ
る
で

２
か
所
を
固
定
し
ま
す
。
固
定
し
た
上
の

方
を「
一
の
藤
」、
下
の
方
を「
二
の
藤
」

と
い
い
、
す
ず
み
が
燃
え
る
と
き
の
合
図

の
め
ど
と
な
り
ま
す
。

　
す
ず
み
の
形
が
で
き
る
と
、
２
本
１
組

の
わ
ら
縄
を
12
巻
き（
今
年
は
13
巻
き
）し

た
「
十
二
縄
」
を
根
元
に
付
け
ま
す
。
十

二
縄
は
１
年
12
か
月
を
表
す
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
十
二
縄
に
は
す
ず
み
か
ら
取
り

出
す
た
め
の
「
背
負
い
藤
」
を
、
す
ず
み

の
上
部
に
は
化
粧
と
し
て
「
飾
り
茅
」
を

付
け
ま
す
。
２
基
の
す
ず
み
が
出
来
上
が

る
こ
ろ
、
公
平
を
期
す
る
た
め
神
男
は
く

じ
引
き
を
行
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
す
ず
み
の
下
に
太
い
丸
太
を

数
本
通
し
、
神
男
が
境
内
に
掘
っ
た
２
つ

の
穴
ま
で
、
み
ん
な
で
担
い
で
運
び
ま
す
。

並
ん
で
立
て
ら
れ
る
と
、
は
し
ご
や
丸
太

で
固
定
さ
れ
、
２
基
の
す
ず
み
は
そ
の
時

を
待
ち
ま
す
。

　
祭
り
の
当
日
の
午
後
２
時
ご
ろ
、
花
火

す
ず
み
作
り
が
始
ま
り
、

祭
り
へ
の
機
運
が
高
ま
る

燃
え
さ
か
る
炎
に
飛
び
込
む
男
た
ち

極
寒
の
海
で
、
身
を
清
め
る

左上／完成した２基のすずみをどちらが使うか、
神男がくじ引きで決めます　右上／完成したす
ずみを協力しながら運びます　右下／威勢のい
い掛け声とともに、神社から鳥羽海岸へとみそ
ぎに向かいます　左下／身を清めるため、極寒
の海へ入ります
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の
儀
式
を
行
い
ま
す
。
火
打
ち
石
に
よ
っ

て
お
こ
し
た
火
を
、
ゆ
す
り
棒
の
先
に
付

け
ら
れ
た
わ
ら
束
に
移
し
、
す
ず
み
の
上

部
に
点
火
し
ま
す
。
火
は
枯
れ
き
っ
た
茅

を
た
ち
ま
ち
燃
や
し
、
す
ず
み
最
上
部
に

付
け
ら
れ
た
御
幣
も
燃
え
る
と
、
奉
仕
者

全
員
で
万
歳
を
し
ま
す
。
火
が
一
の
藤
あ

た
り
ま
で
燃
え
移
っ
た
こ
ろ
、
太
鼓
を
合

図
に
ゆ
す
り
棒
を
す
ず
み
に
入
れ
て
左
右

に
揺
す
り
、
燃
え
や
す
く
し
ま
す
。
こ
れ

が
「
一
の
棒
」
で
す
。

　
水
を
掛
け
ら
れ
た
奉
仕
者
は
、
す
ず
み

に
よ
じ
登
っ
て
激
し
く
揺
さ
ぶ
り
、
燃
え

る
茅
を
か
き
出
す
よ
う
に
下
へ
落
と
し
ま

す
。
天
を
も
焦
が
す
勢
い
で
す
ず
み
は
燃

え
上
が
り
、
奉
仕
者
は
燃
え
さ
か
る
炎
に

果
敢
に
飛
び
込
み
ま
す
。
大
き
な
火
の
塊

が
奉
仕
者
に
降
り
か
か
る
と
、
息
を
の
ん

で
祭
り
の
行
方
を
見
守
っ
て
い
た
観
客
か

ら
は
歓
声
と
ど
よ
め
き
が
沸
き
、
周
囲
は

熱
気
と
興
奮
の
渦
に
包
ま
れ
ま
す
。
祭
り

が
最
高
潮
を
迎
え
る
瞬
間
で
す
。

　
半
分
ほ
ど
燃
え
た
こ
ろ
に「
二
の
棒
」を
、

７
割
ほ
ど
燃
え
た
こ
ろ
「
三
の
棒
」
を
入

れ
、
い
よ
い
よ
神
木
と
十
二
縄
を
す
ず
み

か
ら
取
り
出
し
ま
す
。
降
り
注
ぐ
火
の
粉

と
立
ち
込
め
る
煙
の
中
、
奉
仕
者
は
神
木

を
引
っ
張
り
出
し
拝
殿
前
へ
と
納
め
、
次

い
で
十
二
縄
も
取
り
出
し
納
め
ま
す
。
こ

う
し
て
福
地
と
乾
地
両
方
が
奉
納
を
終
え

る
と
、
大
勢
の
観
客
が
見
守
る
中
、
神
男

を
中
心
に
奉
仕
者
が
互
い
の
健
闘
を
た
た

え
て
万
歳
を
唱
え
、
祭
り
の
幕
が
閉
じ
ら

れ
ま
す
。

右上／身を清めるため、奉仕者たちに塩
がまかれます　左上／すずみから神木を
取り出そうと、間近に迫る炎へ果敢に挑
みます　左下／すずみを激しく揺するネ
コに、大きな火の塊が降ってきます　右
中／神木を拝殿前へと納める瞬間　右下
／互いの健闘をたたえ、万歳で幕が閉じ
られます

今年の鳥羽の火祭り
時２月１２日㈰　午後３時～８時３０分
　※雨天時は２月１３日㈪に順延
場鳥羽神明社（鳥羽町）
※名鉄三河鳥羽駅から徒歩約１０分。
　名鉄電車の利用促進にご協力をお願いします。

内午後３時………鳥羽神明社からみそぎに出発
　午後３時３０分…鳥羽海岸でみそぎを行う
　午後７時３０分…神前で神事が始まる
　午後８時ごろ…すずみに点火
　　　　　　　　神木、十二縄を神前に奉納

問西尾観光案内所（☎５７・７８４０／名鉄西尾駅構内）

時２月１２日㈰　午前１１時～午後４時
場名鉄三河鳥羽駅前
内地元の名産品を集めた物産展。正午と午後３
時３０分から、各先着２００人にあさりのみそ汁を
無料配布

詳しくは１２ページをご覧ください。

同時開催１　物産展「とば市」

同時開催２　第４１回はず夢ウォーク
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