
　

手
筒
煙
火
は
、
孟
宗
竹
に
縄

を
巻
き
、
火
薬
を
詰
め
て
噴
出

さ
せ
る
伝
統
的
な
も
の
で
、
東

三
河
や
遠
州
西
部
で
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
以

来
、
市
内
の
様
々
な
地
域
の
祭

礼
で
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
夜
空

を
染
め
る
勇
壮
な
火
柱
が
多
く

の
人
々
を
魅
了
し
続
け
て
い
ま

す
。

　

近
年
、
伝
統
文
化
の
継
承
が

難
し
く
な
る
中
、
手
筒
煙
火
も

担
い
手
が
減
少
す
る
と
い
う
課

手
筒
煙
火

伝
統
と
新
し
い
風

題
を
抱
え
て
い
ま
す
。し
か
し
、

途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
統
美
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
受
け
継

が
れ
る
伝
統
の
技
と
、
新
た
な

挑
戦
を
す
る
担
い
手
を
取
材

し
、
人
々
に
愛
さ
れ
る
伝
統
、

手
筒
煙
火
の
魅
力
に
迫
り
ま

す
。

〈
特
集
〉
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良
い
竹
を
見
極
め
る

頑
丈
な
手
筒
を
作
る

　

手
筒
煙
火
の
芯
と
な
る
竹

選
び
は
と
て
も
重
要
で
す
。

変
形
し
や
す
い
若
い
竹
で
は

な
く
、
３
年
以
上
経
過
し
た

も
の
を
選
び
ま
す
。
曲
が
っ

た
り
楕
円
の
竹
を
選
ぶ
と
、

火
薬
を
均
一
に
詰

め
込
む
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
外
周
が
40

㌢
以
上
で
、
ま
っ

す
ぐ
に
伸
び
た
真

ん
丸
で
肉
厚
の
も

の
を
見
つ
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

竹
を
よ
く
見
て
、

火
薬
の
勢
い
に
耐

え
ら
れ
る
も
の
を
、

丁
寧
に
見
極
め
ま

す
。

　

脇
で
抱
え
た
り
、
手
で

持
っ
た
り
す
る
手
筒
煙
火

は
、
竹
筒
が
割
れ
な
い
よ
う

に
し
っ
か
り
と
保
護
し
、
安

全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
竹
に
縄

な
ど
を
巻
い
て
竹
筒

の
強
度
を
強
く
し
ま

す
。

　

縄
が
緩
ん
で
隙
間

が
で
き
な
い
よ
う
、

ゴ
ム
製
の
ハ
ン
マ
ー

で
縄
を
た
た
き
な
が

ら
、
巻
い
て
い
き
ま

す
。
縄
を
一
気
に
巻

き
上
げ
る
た
め
体
力

を
要
し
ま
す
が
、
頑

丈
な
花
火
を
つ
く
る

た
め
最
後
ま
で
手
を

抜
き
ま
せ
ん
。

世
代
を
越
え
て

技
を
伝
え
る

　

手
筒
煙
火
は
、
竹
選
び
か
ら

火
薬
込
み
ま
で
、
す
べ
て
自

分
で
や
る
の
が
習
わ
し
で
す
。　

作
り
方
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
な
ど

は
あ
り
ま
せ
ん
。若
者
た
ち
は
、

年
長
者
か
ら
説
明
を
受
け
、
そ

の
場
で
や
る
事
を
見
て
覚
え
、

長
年
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
を

体
に
染
み
込
ま
せ
て
い
き
ま

す
。

　

こ
う
し
た
面
と
向
き
合
っ
た

作
業
の
中
で
、
今
で
は
薄
れ
つ

つ
あ
る
地
域
の
絆
が
深
ま
り
ま

す
。
誰
も
が
晴
れ
の
舞
台
へ
と

高
ま
る
気
持
ち
を
抱
き
、
世
代

や
立
場
を
超
え
た
一
体
感
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

年
長
者
か
ら
若
者
に
口
伝
え

で
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
は
、

手
筒
煙
火
の
担
い
手
に
と
っ
て

誇
り
と
も
い
え
ま
す
。

加藤芳和さん
（東光町）

３年以上経過した、節が白い竹を探します   

緩まないよう、縄のよりに沿って巻いていきます
小野隆弘さん

（御津町）

　
手
筒
煙
火
づ
く
り
は
、
今
で
も
竹
取
り
、
縄
巻
き
、

火
薬
込
み
な
ど
を
自
ら
の
手
で
行
う
団
体
が
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

伝
統
美
を
生
む
　
　  

～
手
筒
煙
火
づ
く
り
～
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豪
快
な
花
火
を
咲
か
せ
る

美
し
い
花
火
に
仕
上
げ
る

険
で
す
。
ま
た
、
噴
射
す
る

時
に
出
る
火
薬
の
カ
ス
が
、

噴
射
口
に
た
ま
る
と
噴
射
の

勢
い
を
妨
げ
る
た
め
、
穴
を

末
広
が
り
に
開
け
る
工
夫
を

し
て
い
ま
す
。

　

美
し
い
火
花
が
空
高
く
舞

い
散
る
手
筒
煙
火
に
仕
上
げ

る
た
め
、
火
薬
の
詰
め
込
み

方
に
気
を
配
り
ま
す
。

　

輝
き
を
放
つ
火
花
に
な
る

「
鉄
粉
」
と
火
薬
を
満
遍
な

く
混
ぜ
合
わ
せ
、
棒
で
突
い

て
竹
筒
の
中
に
均
一
に
詰
め

込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
良
い
案
配
に
固

め
る
こ
と
で
、
美
し
い
花
火

　

火
柱
が
高
く
立
ち
上
が
る

豪
快
な
手
筒
煙
火
を
作
る
た

め
に
は
、
花
火
の
噴
射
口
の

作
り
方
が
重
要
で
す
。
竹
の

内
側
に
土
を
盛
っ
て
厚
み
を

付
け
、
竹
の
直
径
に
対
し
、

４
割
の
大
き
さ
で
穴
を
開
け

ま
す
。
こ
の
穴
が
大
き
す
ぎ

る
と
花
火
が
勢
い
よ
く
噴
出

し
な
く
な
り
、
小
さ
す
ぎ
る

と
爆
発
す
る
恐
れ
が
あ
り
危

渡邊志宣さん
（国府町）

花火のカスが
噴射口にたま
ら な い よ う、
角度に気を付
けて穴を開け
ます

火薬を突く音や感触を感じながら、仕上げて
いきます   

西川雅陸さん
（国府町）

に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
は
、
長
年
の
経
験

を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
身
に

付
く
も
の
で
す
。

【火薬の込み棒】
手筒煙火の太さ長さに合わせ
て色々なサイズがあります

〈特集〉伝統と新しい風　手筒煙火

〈
11
日
〉

天
王
神
社
大
祭（
金
沢
町
）

祇
園
祭（
松
原
町
）

〈
17・18
日
〉

豊
川

進
雄
神
社

例
大
祭

（
豊
川
西
町
）

〈
18
日
〉

速
須
佐
之
男
神
社
大
礼
祭（
伊
奈
町
）

〈
25
日
〉

大
社
神
社
臨
時
大
祭（
国
府
町
）

〈
1
日
〉

御
油
神
社
例
祭（
御
油
町
）

御
馬
祭（
御
津
町
）

〈
22
日
〉

豊
川
手
筒
ま
つ
り（
諏
訪
）

7
月
｜J

uly

8
月
｜A

ugust

手
筒
煙
火
を
満
喫

　こ
の
夏
に
行
わ
れ
る
市
内
の

主
な
祭
り
で
、手
筒
煙
火
を
楽
し

め
る
日
程
を
紹
介
し
ま
す
。

夏
の

手筒煙火と
一緒に「綱火」も
楽しめます
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手筒煙火の
クライマックス
「ハネ」

　

自
分
が
上
げ
る
手
筒
煙
火
は

全
て
自
分
で
作
り
ま
す
。
手
に

水
ぶ
く
れ
や
傷
が
で
き
て
大
変

で
す
が
、
こ
れ
も
花
火
を
上
げ

る
達
成
感
に
つ
な
が
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
初
め
て
花
火
を

上
げ
る
前
、
一
瞬
怖
さ
を
感
じ

ま
し
た
が
、
無
事
終
え
た
時
は

「
自
分
が
や
れ
た
ん
だ
」
と
感

激
し
ま
し
た
。

　

手
筒
煙
火
は
女
性
で
も
十
分

で
き
る
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
か

　

自
分
の
度
胸
を
試
し
た
く

て
、
手
筒
煙
火
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
ま
す
。
花
火
の
最
後
の

「
ハ
ネ
」
で
味
わ
え
る
爽
快
感

は
最
高
で
す
。

　

若
者
や
女
性
の
担
い
手
が
増

え
る
と
、
祭
り
は
盛
り
上
が
る

と
思
い
ま
す
。
将
来
は
息
子
と

一
緒
に
や
り
た
い
で
す
。

ら
女
性
の
担
い
手
が
増
え
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

新
た
な
挑
戦

～
盛
り
上
げ
る
担
い
手
た
ち
～

国府町で女性の担い手の先駆け。今
年で５回目の挑戦

　
手
筒
煙
火
は
、
担
い
手
が
減
少
す
る
中
、
団
体
に
よ
っ
て
は
女
性
が
参
加
し
た
り
、

新
し
い
団
体
が
出
現
し
た
り
と
、
新
た
な
ス
タ
イ
ル
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

大
き
な
達
成
感
を
味
わ
え
ま
す

 古橋 彩さん （国府町）

手筒煙火の終わりには、ものす
ごい音と共に足元に火の海が広

がります。これは「ハネ」と呼ばれ、
火薬の塊「ハネ粉」に火が付き、手
筒の底から勢いよく抜けるものです。
この迫力に圧倒され、誰もが感動の
声を上げます。

彩りを添える女性たち

御津町で抱える手筒
を上げる唯一の女性

度
胸
を
試
す
た
め
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
す

白井雅子さん
（御津町）
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地
元
の
八
幡
宮
の
お
祭
り
で

手
筒
煙
火
を
や
り
始
め
た
の
は

３
年
前
で
す
。

　

手
筒
の
作
り
方
は
、
小
坂
井

町
の
ベ
テ
ラ
ン
の
人
か
ら
指
導

を
受
け
て
い
ま
す
。
初
め
て
手

筒
煙
火
が
実
現
し
た
時
は
、「
夢

が
か
な
っ
た
」
と
い
う
熱
い
思

い
が
込
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。

　

手
筒
煙
火
を
始
め
て
か
ら
、

た
く
さ
ん
の
人
が
こ
の
祭
り
に

集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
今
年
は

３
０
０
人
以
上
の
人
で
境
内
が

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昨

年
か
ら
は
、
豊
川
手
筒
ま
つ
り

に
も
参
加
し
て
い
ま
す
。今
は
、

私
の
友
人
を
中
心
と
し
た
15
人

の
団
体
で
す
が
、
技
術
を
習
得

し
た
ら
、
新
し
く
八
幡
に
住
む

よ
う
に
な
っ
た
人
へ
も
伝
え
な

が
ら
、
団
体
を
発
展
さ
せ
て
い

き
た
い
で
す
。

　

テ
レ
ビ
で
、
手
筒
煙
火
を
見

て
、火
の
粉
を
か
ぶ
り
な
が
ら
、

手
筒
を
手
に
立
つ
勇
敢
な
姿
に

惹
か
れ
ま
し
た
。
偶
然
に
も
、

職
場
の
先
輩
の
中
に
豊
川
市
で

手
筒
煙
火
を
上
げ
て
い
る
人
が

い
て
、
今
回
、
初
め
て
手
筒
煙

火
づ
く
り
か
ら
す
べ
て
、
一
緒

に
参
加
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
以
前
に
も
、
名
古
屋
や
尾

張
旭
か
ら
参
加
し
た
人
が
い
た

そ
う
で
、
私
も
快
く
仲
間
に
入

れ
て
も
ら
え
ま
し
た
。
実
際
に

上
げ
た
後
は
、
感
動
で
い
っ
ぱ

い
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
参

加
し
た
い
で
す
。

市
外
か
ら
も

挑
戦
し
ま
す

　

手
筒
煙
火
の
担
い
手

は
、
年
々
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
伝
統
を
伝
え
る
立
場

に
な
っ
た
今
、
若
い
人
た

ち
に
参
加
し
て
も
ら
い
、

何
年
や
っ
て
も
奥
の
深
い

手
筒
煙
火
の
醍
醐
味
を
味

わ
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

後
進
の
育
成
に
力
を
注
い

で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

手
筒
煙
火
が
噴
射
す
る

数
十
秒
間
は
、
上
げ
る
人

も
見
る
人
も
そ
こ
に
注
目

し
一
つ
に
な
り
ま
す
。
人

と
人
と
を
つ
な
ぐ
、
こ
の

素
晴
ら
し
い
伝
統
を
こ
れ

か
ら
も
守
っ
て
い
き
た
い

で
す
。

八幡町の団体の法被 

手 筒 煙 火 に憧 れ、
市外から参加

八幡町で、手筒煙火の立
ち上げから運営に携わる
中心人物

手
筒
を
始
め
て
か
ら
地
域
の

祭
り
が
活
気
づ
い
て
い
ま
す

 横山 誠さん
（岡崎市）

 平尾直樹さん
（八幡町）

〈特集〉伝統と新しい風　手筒煙火

新しい担い手たち

人
々
を
一
つ
に

つ
な
ぐ

手
筒
煙
火

田中孝嗣さん
（美幸町）

「そろいの装束」
　各団体には、法被など、そ
ろいの装束があります。同じ
装束を身にまとい一同が集ま
ると、団体の絆を感じさせます。
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