
　
私
の
地
元
、
室
町
天
王
神
社
で
行

わ
れ
て
い
る
「
天
王
祭
」
に
つ
い
て

レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
７
月
第
２
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
て

い
た
こ
の
祭
礼
は
、
西
尾
祇
園
祭
と

日
に
ち
が
重
な
る
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
今
年
か
ら
第
３

日
曜
日
に
行
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

天
王
祭
を
ゆ
っ
く
り
見
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
こ
の
祭
り
の
起
源
は
古
く
、
室
町

時
代
の
末
（
約
４
５
０
年
前
）
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
疫
病
の
大

流
行
が
あ
っ
た
た
め
『
尾
張
津
島
神

社
』
の
分
霊
を
祭
り
ま
し
た
。
大
鳥

居
を
持
っ
て
町
内
を
練
り
歩
き
、
こ

れ
に
触
れ
る
者
を
な
ぎ
払
う
こ
と
に

よ
り
疫
病
を
も
払
う
奇
祭
と
し
て
現

在
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
分
霊
を
祭
る
「
中
屋

敷
」
と
い
う
地
名
を
地
元
で

は
「
天
王
」
と
呼
ん
で
い
る

の
も
、
古
く
か
ら
祭
礼
を
大

切
に
し
て
き
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。

　
式
典
を
下
屋
敷
の
岡
田
宮

司
宅
で
行
い
、
県
道
西
尾
吉

良
線
を
獅
子
舞
や
、
花
火
を

出
し
な
が
ら
8
0
0
メ
ー
ト

ル
先
の
天
王
広
場
へ
進
み
ま

す
。
昔
は
鳥
居
を
振
る
い
な

が
ら
勇
壮
剛
毅
に
練
り
歩
い

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
交

通
安
全
に
配
慮
し
、
天
王
祭

り
場
と
そ
の
周
辺
の
み
で
鳥

居
ゆ
す
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

疫
病
除
け
と
し
て
白
飯
で
、
小
豆
の

入
ら
な
い
赤
飯
「
コ
ハ
メ
シ
」
が
振

る
舞
わ
れ
ま
す
。
天
王
祭
り
場
で
は

　
歳
と
　
歳
の
厄
男
た
ち
が
、
ヒ
ノ

２５

４２

キ
の
太
い
丸
太
で
で
き
た
鳥
居
の
白

提
灯
に
火
を
と
も
し
て
疫
病
を
払
う

た
め
に
前
後
に
力
強
く
振
り
ま
す
。

4
・
５
回
振
る
う
ち
に
火
は
消
え
ま

す
。
そ
の
後
、
鳥
居
を
横
に
し
て
境

内
を
ぐ
る
ぐ
る
回
り
ま
す
。
こ
の
鳥

居
ゆ
す
り
は
「
美
し
い
愛
知
づ
く
り

景
観
資
源
6
0
0
選
」
に
指
定
さ
れ

て
お
り
、
他
の
津
島
神
社
や
そ
の
分

霊
を
祭
っ
て
い
る
地
域
で
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
な
く
、
大
変
珍
し
い
祭

り
と
い
え
ま
す
。

広広報報平成２５年１１月１日号 ３３００

室
町
の
天
王
祭
「
鳥
居
ゆ
す
り
」

　
厄
男
た
ち
が
勇
壮
に
鳥
居
を
振
る
う

広報サポーター
長谷輝夫さん（室町）

▲世帯の数だけともされるちょうちんが、祭
り情緒を盛り上げていました。

広
報
サ
ポ
ー
タ
ー
は
公
募
に
よ
り
選
ば

れ
た
市
民
記
者
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
市

民
の
目
線
で
市
内
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

徳川家康の父、松平広忠より奉納されたと伝えられている「三
つ葉葵の紋」を付けた法被をまとい、鳥居を大きく揺さぶる厄
男たち。全てのちょうちんの火が消えるまで振り、その後鳥居
を担ぎ、場内を威勢よく回っていました。


