
は や 　 　 し  

い
し
ど
り
ま
つ
り
ぐ
る
ま 

だ
　
　
し 

か
ぐ
ら 

こ
　
ど
も 

し   

し 

①
石
採
祭
車
　
②
神
楽
　
③
子
供
獅
子
　 

④
津
島
山
車
の
車
切
　
⑤
一
斉
総
車
切
　 

⑥
神
守
山
車
　
⑦
か
ら
く
り
披
露 

※
い
ず
れ
も
昨
年
の
様
子 

津
島
で
は
、季
節
に
彩
ら
れ
た
固
有
の
文
化
を
象

徴
す
る
多
く
の「
ま
つ
り
」が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

と
り
わ
け
、１０
月
の
第
１
日
曜
日
と
そ
の
前
日
の

土
曜
日
に
行
わ
れ
る
尾
張
津
島
秋
ま
つ
り
は
、数
多

く
の
山
車
や
石
採
祭
車
、神
楽
、子
供
獅
子
ら
が
各

地
を
練
り
回
り
、市
内
全
域
が
ま
つ
り
一
色
に
染
ま

り
ま
す
。
� 

１０月１日 、２日

津島の秋を引き立てる 
お囃子の音 

① ② 

⑤ ④ 

③ 

① ② 

⑤ 

⑤ ⑥ ⑤ ⑦ 

④ 

③ 
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県
下
有
数
の
山
車
の
宝
庫 

市
内
に
１６
輌
あ
る
山
車
は
、尾
張
津
島
天
王
祭（
日
本
を
代

表
す
る
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

へ
の
登
録
を
提
案
中
※
）が
限
ら
れ
た
地
域
の
祭
礼
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、自
分
た
ち
の
祭
を
持
ち
た
い
と
い
う
地
域
が
団
結

し
て
新
た
な
祭
を
創
り
上
げ
、各
地
に
波
及
し
、相
互
に
影
響

し
合
う
中
で
生
ま
れ
、発
展
し
て
き
ま
し
た
。 

精
巧
な
か
ら
く
り
人
形
の
演
技
や
山
車
を
何
回
も
曳
き
廻

す
車
切
は
、か
ら
く
り
人
形
を
操
作
す
る
人
形
方
や
運
行
を

担
う
梶
方
の
熟
練
の
妙
技
に
よ
っ
て
、繊
細
か
つ
豪
快
に
披
露

さ
れ
、山
車
祭
を
大
い
に
盛
り
上
げ
ま
す
。 

  

ま
た
、山
車
祭
に
は
、曲
目
を
演
奏
し
、祭
を
引
き
立
て
る

囃
子
方
の
存
在
が
不
可
欠
で
す
。
笛
や
太
鼓
、鼓
を
用
い
て
、

祭
囃
子
が
奏
で
ら
れ
ま
す
。 

山
車
祭
で
演
奏
さ
れ
る
お
囃
子
は
、往
路
や
復
路
、か
ら
く

り
披
露
や
車
切
、神
前
に
奉
納
す
る
際
等
、場
面
に
よ
っ
て
全

て
曲
目
が
異
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、秋
ま
つ
り
が
近
づ
く
と
、

各
地
で
お
囃
子
の
練
習
が
行
わ
れ
、笛
や
太
鼓
の
音
が
地
域
に

響
き
渡
り
、ム
ー
ド
を
高
め
て
い
き
ま
す
。 

▲車切は左の後輪を中心に行います。３トンにもなる山車を回すには、梶方同士のチーム 
　ワークが重要です。 

▲山車によってからくりも様々。人が糸や差し
金を操作して動くもの、ぜんまい仕掛けで動く
ものがあります。津島駅前や津島神社で披露
されます。 

山車の２階でからくり人形を操る人形方。十数
本から三十数本の操り糸を引き分けて、繊細
な動きを表現します。▼ 

※
尾
張
津
島
天
王
祭
の
車
楽
舟
行
事
を
含
む
山
・
鉾
・

屋
台
行
事
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一
覧
表

へ
の
記
載
に
係
る
今
後
の
審
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

○
評
価
機
関
に
よ
る
事
前
審
査
・
勧
告（
１０
月
下
旬
） 

○
政
府
間
委
員
会
に
よ
る
最
終
審
査 

　
　
　
　
　（
１１
月
２８
日
か
ら
１２
月
２
日
ま
で
の
間
） 

し
ゃ 

ぎ
り 

か
じ 

か
た 

だ
ん
じ
り 

ぶ
ね 
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担
い
手
の
育
成
・
お
囃
子
体
験
会 

 

８
月
２８
日

、観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
で
山
車
祭
お
囃
子
体
験

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
で
４
年
目
と
な
る
本
事
業
は
、囃

子
方
の
主
役
と
な
る
子
ど
も
た
ち
が
近
年
急
激
に
減
少
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、お
囃
子
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
増
や
し
、次

代
に
継
承
し
て
い
く
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。 

参
加
し
た
児
童
は
、囃
子
方
の
指
導
者
か
ら
締
太
鼓
の
打
ち

方
を
教
わ
り
、ゆ
っ
く
り
と
し
た
曲
調
の
お
囃
子
か
ら
順
に
体

験
し
て
い
き
ま
す
。
最
初
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
、す
ぐ
に
慣
れ
、

だ
ん
だ
ん
と
小
気
味
良
く
強
い
音
が
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
体
験
後
、「
笛
や
太
鼓
の
音
が
ま
だ
体
の
中
で
響
い
て

い
る
み
た
い
」
と
い
う
声
や
、「
太
鼓
を
打
つ
手
の
感
触
が
忘
れ

ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
感
想
も
聞
か
れ
、こ
の
中
か
ら
一
人
で
も

多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、新
た
な
お
囃
子
の
担
い
手
に
育
っ
て

く
れ
れ
ば
と
期
待
が
膨
ら
む
機
会
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
体
験
会
に
は
、中
学
生
の
囃
子
方
も
駆
け
つ
け
、お
囃

子
の
見
事
な
実
演
や
、熱
心
に
体
験
会
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

祭
が
繋
ぐ
世
代
を
超
え
た
交
流 

 「
練
習
は
厳
し
い
け
れ
ど
、多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
辛
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

「
祭
当
日
、仲
間
と
お
囃
子
の
演
奏
に
集
中
し
て
い
る
と
、ま

る
で
自
分
が
祭
の
一
部
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
と
き
が
あ
り

ま
す
。こ
の
瞬
間
が
、お
囃
子
を
や
っ
て
き
て
一
番
よ
か
っ
た
と

思
え
る
と
き
で
す
。
」
指
導
を
補
助
し
て
く
れ
た
中
学
生
が
、こ

う
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
囃
子
に
携
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、家
族
や
友
達
か
ら
の
勧
め
が
多
い
よ
う
で
す
。 

お
囃
子
の
練
習
は
、最
初
は
皆
太
鼓
か
ら
始
め
ま
す
。
腕
を

磨
き
、経
験
を
積
ん
で
周
り
に
認
め
ら
れ
る
と
、大
太
鼓
や
笛

の
練
習
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

技
術
や
想
い
を
人
か
ら
人
へ
。
地
域
に
根
付
い
て
伝
承
さ
れ

て
き
た
祭
だ
か
ら
こ
そ
、見
る
人
た
ち
の
心
を
つ
か
ん
で
離
さ

な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 

問
合
　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
８
１ 
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