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祭
り
は
再
興
さ
れ
た

道
祖
神
は
文
字
通
り
、
村
境
や
辻
に

置
か
れ
厄
災
の
侵
入
を
防
ぐ
神
。
中
部

や
関
東
地
方
を
中
心
に
、
道
祖
神
を
信

仰
の
対
象
と
し
た
火
祭
り
は
、
小
正
月

に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
野
沢
温

泉
で
も
、
既
に
天
保
の
こ
ろ
に
は
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
伝
統
あ
る
祭
り
で
は
あ
る

が
、
野
沢
で
は
一
度
中
断
さ
れ
た
歴
史

が
あ
る
。
か
つ
て
の
祭
り
の
担
当
者
は

５
組
の
若
者
組
で
、
年
長
の
世
話
組
が

全
般
の
指
示
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
若
者
が
兵
隊
に
行

き
、
周
囲
の
ブ
ナ
林
が
飛
行
機
の
用
材

と
し
て
伐
採
さ
れ
た
上
、
戦
後
は
火
祭

り
に
対
す
る
若
者
の
考
え
も
変
わ
っ
て
、

若
者
組
そ
の
も
の
が
１
９
５
３
年
︵
昭

和
28
︶
に
解
体
し
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
し
て
、
１
９
５
５
年
︵
昭
和
30
︶
。

当
時
の
野
沢
組
惣
代
で
あ
っ
た
畔
上
政

治
さ
ん
が
、
伝
統
あ
る
祭
り
が
途
絶
え

て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
、
厄
年

三
夜
講

さ
ん
や
ん
こ
う

と
25
歳
厄
年
の
若
者
で
、
祭
り

を
継
承
し
て
ほ
し
い
と
寄
合
い
で
申
し

入
れ
る
。
こ
う
し
て
復
活
し
た
の
が
現

在
の
道
祖
神
祭
り
だ
。
三
夜
講
に
よ
る

祭
り
の
運
営
と
い
う
仕
組
み
は
、
戦
後

始
ま
っ
た
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
な
の
で

あ
る
。

地域の文化資源を伝える

野沢組と道祖神祭り
＜長野県＞ 野沢温泉村

日本では、人の住む所には必ず神社仏閣があり、

神社仏閣がある所には祭りがあります。

祭りは本来神事ではありましたが、結果として村の結束を高め、

土地の伝統を伝えることに貢献してきました。

でも、それが100年以上続く「温泉管理組織・野沢組」が核にある行事だと知ると、

祭りを解剖してみたくなります。

野沢組と野沢温泉村・道祖神祭りとの関係を紹介します。

第15回 水の文化楽習実践取材
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三
夜
講
　
現
代
の
年
齢
階
層
制

道
祖
神
祭
り
は
、
野
沢
組
惣
代
が
総

元
締
め
に
な
り
、
三
夜
講
の
男
た
ち
が

中
心
に
な
っ
て
準
備
を
行
な
う
。
メ
イ

ン
イ
ベ
ン
ト
は
毎
年
１
月
15
日
夜
に
行

な
わ
れ
る
火
祭
り
だ
が
、
そ
の
準
備
は

実
質
的
に
は
３
年
以
上
に
わ
た
っ
て
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

こ
の
祭
り
を
担
う
﹁
三
夜
講
﹂
だ
。

三
夜
講
に
つ
い
て
、
野
沢
温
泉
村
役

場
の
総
務
課
長
、
富
井
俊
雄
さ
ん
と
、

同
じ
く
総
務
課
村
づ
く
り
推
進
係
長
の

森
博
美
さ
ん
が
く
わ
し
く
教
え
て
く
れ

た
。三

夜
講
は
、
数
え
年
42
歳
の
厄
年
を

迎
え
る
男
た
ち
を
加
え
た
３
年
齢
層
か

ら
成
る
ト
モ
ダ
チ
衆
で
編
成
さ
れ
た
グ

ル
ー
プ
だ
。
こ
れ
に
数
え
年
25
歳
の
厄

年
を
迎
え
る
青
年
が
加
わ
っ
た
メ
ン
バ

ー
が
、
祭
り
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
る
。

面
白
い
の
は
、
祭
り
が
終
わ
る
と
42

歳
が
押
し
出
さ
れ
新
た
な
40
歳
が
補
充

さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

３
歳
の
講
が
、
３
年
間
同
じ
メ
ン
バ
ー

で
祭
り
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
３
年
た
っ
た
と
き
、
ま
っ

た
く
未
経
験
の
新
・
三
夜
講
が
右
も
左

も
勝
手
が
わ
か
ら
な
く
て
困
る
で
は
な

い
か
、
と
い
う
心
配
が
頭
を
も
た
げ
る

が
、
そ
こ
の
解
決
策
も
う
ま
く
で
き
て

い
る
。
そ
の
年
回
り
の
と
き
は
、
３
年

野沢温泉村役場総務課長の

富井俊雄さん

野沢温泉村役場総務課村づくり推

進係長の森博美さん。43ページの

アルバムを提供してくださった。

上：勇壮な火祭りとして、日本三大火祭りの一つとされる道祖神祭り

のクライマックス。男の初孫誕生を祝って奉納される初灯籠（花灯籠）

がよく燃え上がると、子供が健康に育つといわれている。「撮影台に

乗られますか？　乗って撮影されるなら腕章が必要です」と森さんが

教えてくれたのは、テレビカメラをはじめとする取材陣がベストポジ

ションで撮影ができる撮影台（上の写真では左上）。

右：初灯籠は湯仲間を中心とした近隣の人たちや、祖父と親のトモダ

チ衆の協力で作られる。出陣の際は、ばらして会場まで運ぶのだが、

その際もオンガラのたいまつに火をつけて勇壮な行進が続く。

撮影台の前はアマ

チュアカメラマン

の晴れ舞台。昼間

から三脚を立てて

陣取りが繰り広げ

られる。この点で

も道祖神祭りの資

源価値が大いに認

められるところだ。
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目
の
祭
事
に
次
の
三
夜
講
の
一
番
年
齢

が
上
の
者
が
見
習
い
と
し
て
参
加
す
る
。

だ
か
ら
三
夜
講
と
い
っ
て
も
、
一
番
の

年
長
者
は
計
４
回
祭
事
に
参
加
し
て
い

る
わ
け
で
、
下
の
者
は
ま
っ
た
く
頭
が

上
が
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
地

元
男
性
の
結
束
は
固
く
、
上
下
関
係
は

幾
つ
に
な
っ
て
も
明
白
に
残
る
。
村
を

離
れ
て
い
る
者
も
、
こ
の
年
齢
に
な
る

と
祭
り
の
た
め
に
帰
っ
て
く
る
。
﹁
こ

こ
で
休
む
と
、
村
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
﹂

と
富
井
さ
ん
は
言
う
が
、
実
際
に
は
会

社
を
長
期
で
休
む
の
は
大
変
で
、
外
に

出
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
荷
の
重
い
役

目
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

野
沢
の
人
づ
き
あ
い
に
つ
い
て
、
37

ペ
ー
ジ
に
登
場
し
た
富
井
一
志
さ
ん
も

﹁
先
輩
か
ら
は
、
い
つ
も
﹃
三
夜
講
で

動
け
﹄
と
言
わ
れ
ま
す
。
三
夜
講
の
絆
、

特
に
同
じ
年
齢
の
ト
モ
ダ
チ
衆
の
絆
は

も
の
す
ご
く
強
い
で
す
。
そ
れ
と
、
祭

り
を
４
年
や
っ
て
く
れ
る
﹃
あ
ん
ち
ゃ

ん
﹄
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
。
野
沢
で

は
、
30
代
後
半
で
消
防
団
を
卒
業
す
る

と
、
そ
ろ
そ
ろ
厄
年
の
話
を
し
出
す
ん

で
す
ね
。
東
京
に
行
っ
た
友
達
も
祭
り

の
と
き
は
10
日
間
ぐ
ら
い
帰
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
他
所
の
人
に

は
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
で
す
。

野
沢
の
人
間
は
、
か
み
さ
ん
に
、
﹃
わ

た
し
と
友
達
と
ど
ち
ら
が
大
事
な
の
﹄

と
迫
ら
れ
た
ら
、
﹃
友
達
﹄
と
答
え
る

ぐ
ら
い
で
す
。

面
白
い
話
が
あ
っ
て
、
野
球
チ
ー
ム

も
同
級
生
で
つ
く
る
ん
で
す
よ
。
野
沢

で
も
草
野
球
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
は
30

チ
ー
ム
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
若
者
か
ら

年
寄
り
ま
で
、
同
じ
年
齢
の
者
だ
け
の

チ
ー
ム
。
こ
ん
な
の
は
野
沢
だ
け
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
え
﹂

実
は
、
こ
う
し
た
年
齢
に
応
じ
て
細

か
く
役
割
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、

か
つ
て
の
日
本
の
ム
ラ
の
制
度
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
を
、
厄
年
の
三
夜
講
と
い

う
ニ
ュ
ー
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
つ
く
り
替
え

た
の
が
、
祭
り
を
復
活
さ
せ
た
と
き
の

野
沢
組
の
知
恵
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
本
番

道
祖
神
火
祭
り
の
本
番
準
備
は
、
３

日
間
を
か
け
て
行
な
わ
れ
る
。

ま
ず
、
１
月
13
日
に
、
彼
ら
は
御
神

木
が
置
い
て
あ
る
、
日
影
ゲ
レ
ン
デ
に

集
合
す
る
。
前
年
秋
に
ブ
ナ
の
木
５
本

を
伐
り
出
し
て
、
乾
か
し
て
あ
る
の
だ
。

ゲ
レ
ン
デ
か
ら
祭
り
の
会
場
ま
で
ブ
ナ

の
木
を
引
い
て
い
く
こ
と
を
﹁
御
神
木

里
引
き
﹂
と
呼
び
、
い
よ
い
よ
本
番
と

気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
く
。
三
夜
講
の

組
と
25
歳
で
異
な
る
ル
ー
ト
を
通
る
の

が
き
ま
り
。
代
表
が
音
頭
を
と
り
﹁
ツ

ル
ツ
ル
ー
ッ
ト
、
ヨ
イ
ヤ
サ
ノ
サ
ー
﹂

と
気
勢
を
あ
げ
、
約
３
時
間
か
け
て
会

場
ま
で
木
を
引
い
て
い
く
。
沿
道
の
家

か
ら
御
神
酒
が
献
じ
ら
れ
る
度
に
、
代

表
が
大
声
で
披
露
し
、
一
同
が
お
祝
い

の
手
締
め
を
す
る
。

右：15日の社殿

設営は最後の仕

上げ。

上と左：大正元

年から火元貰い

の元火は、河野

家が提供してい

る。裏方も含め、

大変な数の協力

者によって成立

している祭りで

ある。

私たちを含めた

取材陣の数もす

ごい。海外から

の取材はドイツ、

韓国。
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翌
日
は
、
早
朝
か
ら
御
神
木
を
柱
に

使
っ
て
社
殿
を
造
営
す
る
。
危
険
を
伴

う
作
業
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
は

酒
を
断
っ
て
の
真
剣
勝
負
。
15
日
の
昼

ま
で
に
造
り
上
げ
な
く
て
ば
な
ら
な
い

た
め
、
14
日
は
深
夜
ま
で
作
業
が
続
け

ら
れ
る
。

専
門
的
な
知
識
も
必
要
な
の
で
、
前

の
三
夜
講
の
正
副
委
員
長
経
験
者
６
名

が
、
保
存
会
と
い
う
名
目
で
指
導
に
あ

た
る
。

ト
モ
ダ
チ
衆
は
、
自
分
た
ち
で
考
え

た
独
自
の
名
前
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の

名
を
入
れ
た
つ
な
ぎ
や
ジ
ャ
ン
パ
ー
を

お
そ
ろ
い
で
つ
く
る
。
だ
か
ら
会
場
で

設
営
作
業
中
も
、
ど
の
年
代
が
三
夜
講

で
、
ど
の
人
が
手
伝
い
な
の
か
一
目
瞭

然
。
も
ち
ろ
ん
、
村
の
人
に
と
っ
て
は
、

そ
ん
な
目
印
が
な
く
て
も
、
ど
こ
の
誰

だ
か
す
ぐ
わ
か
る
の
で
は
あ
る
が
。

そ
し
て
15
日
夜
。

42
歳
厄
年
の
世
話
人
４
人
と
25
歳
厄

年
の
世
話
人
２
人
だ
け
が
、
蓑
を
着
て

チ
ョ
ン
ボ
リ
笠
を
被
り
、
オ
タ
テ
グ
ツ

を
履
い
て
、
寺
湯
に
あ
る
﹁
河
野
家
﹂

へ
火
元
貰
い
に
出
向
く
。

彼
ら
を
﹁
山
使
い
﹂
と
呼
び
、
河
野

家
主
人
は
彼
ら
を
迎
え
入
れ
、
い
ろ
り

の
周
り
で
酒
を
飲
み
、
道
祖
神
の
う
た

を
歌
う
。
三
夜
講
が
河
野
家
に
献
じ
た

酒
と
河
野
家
が
用
意
し
た
酒
を
合
わ
せ

る
と
、
半
端
な
量
で
な
く
、
あ
と
で
聞

い
た
と
こ
ろ
﹁
今
年
は
20
升
用
意
し
た
﹂

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
酒
を
飲
み
尽

く
す
ま
で
火
は
も
ら
え
ず
、
そ
の
間
火

元
貰
い
に
来
な
い
連
中
は
会
場
で
﹁
山

使
い
﹂
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
。

迎
え
る
河
野
家
の
人
た
ち
も
、
回
り
の

村
人
や
観
光
客
も
﹁
山
使
い
﹂
を
手
伝

う
た
め
に
、
相
当
量
の
酒
を
飲
む
。

い
よ
い
よ
酒
が
底
を
尽
き
る
と
、
主

人
は
烏
帽
子
の
装
束
に
着
替
え
、
床
の

間
に
据
え
ら
れ
た
道
祖
神
像
を
拝
ん
で

か
ら
、
火
打
ち
石
で
火
を
お
こ
す
。
種

火
を
提
灯
に
移
し
、
囲
炉
裏
で
オ
ン
ガ

ラ
で
つ
く
っ
た
大
た
い
ま
つ
に
点
火
す

る
。
た
い
ま
つ
の
火
は
会
場
に
運
ば
れ
、

社
殿
か
ら
30
m
離
れ
た
所
に
積
ま
れ
た

ボ
ヤ
に
移
さ
れ
る
。

火
付
け
役
が
、
こ
の
元
火
か
ら
た
い

ま
つ
に
火
を
つ
け
て
社
殿
を
焼
こ
う
と

し
、
25
歳
厄
年
が
こ
れ
を
阻
止
す
る
と

い
う
の
が
﹁
火
祭
り
の
攻
防
﹂
だ
。
最

初
に
火
付
け
役
に
な
る
の
は
惣
代
で
、

次
に
子
供
た
ち
が
、
最
後
の
一
番
激
し

い
攻
勢
は
村
の
大
人
た
ち
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
る
。
こ
れ
が
１
時
間
半
程
続
く

と
、
手
締
め
と
な
っ
て
、
社
殿
が
無
事

に
守
り
切
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
合
う
。

最
後
に
社
殿
に
火
が
入
れ
ら
れ
、
壮
大

な
炎
が
柱
と
な
っ
て
立
ち
上
が
る
。
男

児
の
初
子
が
生
ま
れ
る
と
奉
納
さ
れ
る

初
灯
篭
︵
花
灯
篭
︶
は
、
こ
の
段
階
で

火
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
子
供
の
無
病
息

災
を
祈
る
。

こ
れ
が
、
祭
り
の
大
き
な
流
れ
だ
。

か
つ
て
は
、
こ
の
あ
と
に
桁
の
燃
え

残
り
を
河
野
家
に
持
ち
帰
り
、
﹁
小
豆

充分な量の酒を飲んだと認められて、

はじめて主人が火打石で熾した種火か

ら、オンガラのたいまつに火が移され

る。たいまつで会場まで運ばれた火は、

ボヤという火元に突進しながら点火さ

れる。酔っているので、たいまつを運

ぶのも容易ではない。惣代を皮切りに、

親に抱かれた幼い子供が後に続いて社

殿への火つけを行なう。



誠友会厄年のあゆみ

平成6年　9月14日 誠友会団結式

9月30日 三夜講結成式　～　歩会の見習い

道祖神火祭り

平成7年　9月15日 誠友会会議

9月20日 道祖神惣代会議

9月22日 山の下見

9月23日 燃え草集め

10月 6日 三夜講・郷愛会全体会議

10月15日 会場下準備

10月16日 御神木伐採

10月17日 桁割り作業･慰労会

11月21日 御神体・御札作成　～22日

12月31日 除夜の鐘撞き

平成8年　1月 9日 道祖神惣代会議

1月10日 誠友会会議

1月11日 道祖神火祭り三夜講･郷愛会全体会議

1月12日 道祖神下準備

1月13日 御神木里引き

1月14日 柱立て・社殿組　～15日

1月15日 道祖神火祭り

1月17日 健命寺寺参り

1月17日 道祖神三夜講･郷愛会慰労会

厄年記念旅行

平成8年　4月 9日 伊勢神宮参拝

4月10日 ハワイの旅（マウイ島・ホノルル）～17日

湯澤神社例祭

平成8年　5月 8日 湯澤神社の大樺・大杉〆縄奉納神事と〆縄はり

7月 4日 三夜講竹の子狩り

7月17日 例祭惣代会議

8月 1日 煙火寄付出陣式

8月 2日 寄付集め（村内・外）～26日

8月27日 例祭三夜講･郷愛会全体会議

9月 2日 祭礼用具づくり　～23日

9月 6日 大幟立て

9月 6日 稽古まるめ

9月 8日 御神輿渡御･湯澤神社祭礼の飾り付け準備

9月 8日 湯澤神社例祭、夜祭り

9月 9日 湯澤神社例祭、御神輿巡行-奉納･例祭行列

9月10日 湯澤神社例祭三夜講･郷愛会慰労会

家族慰安会

平成8年10月 1日

あとがき

思い起こせば、台風を心配しての御神木伐採や、深夜におよんだ社殿組立、
夜空に燃え上がる火の粉を見つめて感激に浸った道祖神祭り。湯澤神社の
祭礼では、夜空に咲いた大輪、ずぶ濡れになった神輿かつぎ、そして、厳
粛な中での伊勢神宮参拝等々、思い出はつきません。長い歴史と伝統によ
って受け継がれてきたこれら一連の厄年行事も、我が同級生「誠友会」は
心を一つにし無事こなすことができました。これも誠友会の仲間一人一人
の努力と団結力で成し遂げた事であり、ここにあらためて感謝申し上げる
とともに、この間、側面より暖かいご支援、こ協力をいただきました家族
の皆様と、誠友会の女性の皆様へ心より感謝申し上げます。また、記念ア
ルバムの発刊に際しまして、大変長期間にわたりご努力いただきました記
録委員の皆様にも深く感謝申し上げます。最後に、誠友会の皆様全員の健
康･並々の繁栄と、厄年で培った仲間づくりがいつまでも続きますように
祈念いたしまして･･･
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焼
き
﹂
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
囲
炉
裏

で
火
を
熾
し
て
カ
ワ
ラ
ケ
を
焼
き
、
小

豆
を
３
粒
づ
つ
載
せ
、
そ
の
動
き
方
で

吉
凶
を
占
う
も
の
だ
。
最
後
に
、
囲
炉

裏
の
中
の
火
の
つ
い
た
薪
を
１
本
、
庭

先
の
川
に
流
し
て
行
事
が
終
わ
る
。

﹁
ド
ウ
ソ
ウ
神
様
、
今
年
の
天
候
で
ご

ざ
ん
す
が
、
ど
う
で
ご
ざ
ん
し
ょ
う
か
﹂

と
、
天
候
を
は
じ
め
70
種
ぐ
ら
い
の
農

産
物
の
豊
凶
を
占
い
、
結
果
を
立
会
人

が
帳
簿
に
記
録
す
る
。

翌
日
の
16
日
に
は
、
残
り
火
で
餅
を

焼
き
、
一
年
間
の
無
病
息
災
を
祈
る
餅

焼
き
行
事
が
行
な
わ
れ
、
子
供
た
ち
の

楽
し
み
と
な
っ
て
い
る
。﹁
小
豆
焼
き
﹂

も
１
９
９
９
年
か
ら
は
、
16
日
に
野
沢

組
惣
代
事
務
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

富
井
一
志
さ
ん
は
、

﹁
こ
れ
は
男
の
祭
り
な
の
で
、
女
性
軍

は
炊
き
出
し
と
か
花
灯
篭
づ
く
り
と
か
、

縁
の
下
の
力
持
ち
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
も
野
沢
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
な
ら
、

親
が
や
っ
て
き
た
こ
と
と
か
を
見
て
い

て
、
﹃
仕
方
な
い
な
﹄
と
思
っ
て
く
れ

る
の
で
す
が
、
私
の
か
み
さ
ん
は
神
奈

川
出
身
だ
も
の
で
、
こ
の
ト
モ
ダ
チ
衆

の
結
束
と
か
、
祭
り
の
と
き
の
寄
り
合

い
と
か
、
納
得
し
て
も
ら
う
の
が
大
変

で
し
た
﹂

祭
り
が
終
わ
る
と
、
厄
落
と
し
と
称

し
て
旅
行
に
も
行
く
。
富
井
さ
ん
の
年

は
お
伊
勢
参
り
と
ハ
ワ
イ
旅
行
に
行
っ

た
が
、
も
っ
と
以
前
に
は
相
当
羽
目
を

外
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ブ
ナ
林
が
あ
る
か
ら

温
泉
が
あ
る

富
井
一
志
さ
ん
も
一
員
と
な
っ
て
い

る
グ
ル
ー
プ
で
進
め
る
自
然
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
、
野
沢
温
泉
の
今
後
を
方
向

づ
け
る
も
の
の
一
つ
だ
。

﹁
山
に
は
、
樹
齢
３
０
０
年
ほ
ど
の
ブ

ナ
の
生
え
る
林
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
ブ

ナ
林
は
、
﹃
雨
の
日
は
笠
い
ら
ず
﹄
と

い
っ
て
、
雨
の
日
も
水
を
木
の
根
本
に

集
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
な
か
な
か
地

表
に
お
ち
て
こ
な
い
。
ブ
ナ
１
本
で
４

ト
ン
の
水
を
抱
く
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、

そ
の
水
が
浸
透
し
て
野
沢
温
泉
に
湧
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

野
沢
の
源
泉
は
90
度
の
高
温
で
、
す

べ
て
集
め
る
と
競
技
用
プ
ー
ル
１
杯
も

の
お
湯
が
毎
日
毎
日
出
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
ブ
ナ
の
林
が
あ
る
お
蔭
で
す
。
こ

の
林
の
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

遊
歩
道
を
３
コ
ー
ス
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

我
々
も
﹃
自
然
活
動
体
験
リ
ー
ダ
ー
﹄

の
資
格
を
と
り
、
お
客
さ
ん
を
案
内
し

て
い
ま
す
。
ブ
ナ
の
腐
葉
土
は
、
歩
く

と
ふ
か
ふ
か
で
気
持
ち
い
い
で
す
よ
。

ゲ
レ
ン
デ
で
感
じ
る
の
と
は
別
の
喜
び

が
あ
り
ま
す
。
﹃
海
の
牡
蠣
の
た
め
に

森
を
大
事
に
し
よ
う
﹄
と
い
う
話
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
と
、
似
た
よ
う
な

話
だ
な
と
思
っ
て
。

東
京
の
稲
城
市
と
は
、
小
学
校
で
ス

キ
ー
、
中
学
校
で
夏
の
野
沢
温
泉
を
楽

仲間とともに村起こしを支える富

井一志さん。冬のスキー場として

だけでなく夏の森にも着目、自然

体験プログラムを提唱している。

翌16日の火祭り会場。餅焼き行事は、

現在小学校の授業に取り入れられ、

教師の引率で行なわれている。子供

だけでなく、親やお年寄りの姿も多

く見受けられた。
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し
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
協
定
も
結
び

ま
し
た
﹂

仲
間
た
ち
の
絆
は
、
外
へ
外
へ
と
広

が
り
始
め
て
い
る
。

村
お
こ
し
の
力

祭
り
の
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
も
、

変
化
を
恐
れ
ず
試
行
錯
誤
し
村
お
こ
し

す
る
こ
と
も
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と

﹁
野
沢
流
﹂
と
も
い
う
べ
き
、
独
自
の

や
り
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
野
沢
組
が
体
現
し
、
受
け
継
い
で

き
た
﹁
村
の
財
産
を
守
る
﹂
と
い
う
意

識
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

惣
代
の
西
方
さ
ん
は
、

﹁
野
沢
組
は
商
売
に
は
関
係
な
い
け
れ

ど
、
何
か
あ
る
と
、
み
ん
な
が
相
談
に

来
る
。
や
は
り
組
は
守
っ
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
最

近
は
ス
キ
ー
で
は
な
く
、
道
祖
神
祭
り

だ
け
を
見
に
来
る
人
も
多
く
な
り
ま
し

た
。
温
泉
も
道
祖
神
祭
り
も
、
観
光
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
野
沢
の
資
源
に
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

と
言
う
。

１
９
５
０
年
︵
昭
和
25
︶
に
野
沢
温

泉
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
が
、
リ
フ
ト
の
第
一

号
機
を
建
設
し
よ
う
と
奔
走
し
た
と
き

も
、
村
と
し
て
応
援
し
て
建
設
で
き
た

経
緯
が
あ
っ
た
。

こ
う
考
え
る
と
、
野
沢
温
泉
の
場
合
、

温
泉
を
共
有
す
る
文
化
が
、
新
た
な
事

業
に
つ
き
も
の
の
リ
ス
ク
や
責
任
の
分

散
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
至
る
。

温
泉
を
囲
い
込
ん
で
私
有
化
し
、

﹁
リ
ス
ク
も
利
益
も
自
己
責
任
で
﹂
と

繁
盛
し
た
観
光
地
が
、
リ
ス
ク
の
重
み

で
自
ら
を
更
新
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
野
沢
温
泉
と
は
対
照
的

で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

野
沢
温
泉
が
﹁
連
帯
責
任
は
無
責
任
﹂

に
陥
る
危
険
性
を
、
回
避
し
て
き
た
の

も
、
と
て
も
無
責
任
に
な
れ
な
い
だ
け

の
密
度
の
濃
い
関
係
が
、
あ
ち
こ
ち
に

生
き
て
い
る
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
野
沢
温
泉
に
と
っ
て
も

少
子
化
や
若
年
人
口
の
流
失
に
よ
る
三

夜
講
の
後
継
者
不
足
と
い
っ
た
悩
み
は

あ
る
。
密
度
の
濃
い
つ
き
合
い
を
嫌
が

る
若
者
気
質
が
、
こ
こ
だ
け
例
外
で
あ

ろ
う
は
ず
は
な
い
。
若
者
組
そ
の
も
の

が
解
体
し
た
１
９
５
３
年
を
第
１
期
と

す
る
と
、
道
祖
神
祭
り
は
第
２
期
の
正

念
場
を
迎
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
道
祖
神
祭
り
が
観
光
集
客
と

い
う
新
た
な
役
割
を
担
い
つ
つ
あ
る
現

在
、
こ
う
し
た
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
三

夜
講
は
、
人
的
資
源
を
育
む
シ
ス
テ
ム

と
し
て
一
つ
の
指
針
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

上は、平成８年の三夜講だった森博美さんのアルバム。

森さんのトモダチ衆の名前は誠友会。このアルバムを見

れば、道祖神火祭りが３日間だけではなく、年月を懸け

た流れだと解る。トモダチ衆の絆の固さの理由が理解で

きる宝物のような１冊。右表はそのあとがき。

丹念な記録を撮るのは、三夜講の記録係。今は村で唯一

の写真館となった久保田真一さんが撮った記念写真と、

記録係が撮影した写真を合わせてアルバムが作られてい

た。残念ながらこのようなアルバムを作る慣習はなくな

ったそうだが、記録係はいるし、記念写真は今でも必ず

久保田さんが撮っている。完成した社殿の前の記念撮影

では、惣代を中心に、チョンボリ笠をかぶった保存会の

人の姿も見える。全員の名前と顔、どこの家の人間か、

すべてがわかっている写真館の主人が撮る写真には、暖

かい眼差しがあふれている。




