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　祭り 2日目は、2基のあばれ神輿が海や川の中、松明の下で壊れるほどの
大暴れをする。神輿が暴れる理由は、八坂神社の祭神である牛

ご ず て ん の う

頭天王を呼
び寄せ、喜ばせるためと考えられている。
【写真の説明】⑤梶川上流の大松明の下で暴れる酒垂神輿。このあと、八坂
神社境内でさらに暴れて入り宮する。⑥漁協横で海に落とされる神輿をカ
メラマンや見物人が見守る。⑦雨のように降りかかる火の粉をものともせ
ず暴れる白山神輿。⑧入り宮した神輿。激しく暴れたあとの静寂のとき。

　宇出津あばれ祭のキリコ（奉燈）
の数は約 40 本を数える。灯りが
ともり、宇出津港に浮かび上がる
キリコは風物詩となっている。
【写真の説明】① 4 日午後、各
町内のキリコは棚木海岸に集結
し、夜の大松明に備える。
②③欠かせない笛や太鼓。近
年は女性の活躍が祭りを盛り
上げている。
④祭りには全国
から多くのカメ
ラマンが訪れる
が、中にはスケッ
チを描く人も。

あばれ祭
①②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

役場前広場に設置された 5本の大松明が夜空を
焦がす。かねや太鼓の音が入り乱れ、火の粉が降
り注ぐ中を勇壮に乱舞するキリコ。祭り 1日目
のクライマックス。

①



能
登
半
島
と
祭
り

加
藤　

能
登
半
島
に
は
キ
リ
コ
祭
り

の
ほ
か
に
も
、
鵜
川
や
姫
、
小
木
な

ど
の
行あ
ん
ど
ん灯

（
袖
キ
リ
コ
）
や
中
島
の

枠わ
く
は
た旗

祭
り
に
代
表
さ
れ
る
「
旗
の
祭

り
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の
祭
り

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
代
時
代
に
、

地
域
が
祭
り
を
選
択
し
て
き
た
と
い

え
ま
す
。

　

能
登
で
は
子
ど
も
か
ら
お
年
寄

り
、
さ
ら
に
犬
や
猫
ま
で
祭
り
を
し

て
い
ま
す
。
家
中
の
人
が
祭
り
に
か

か
わ
る
こ
と
は
神
様
に
か
か
わ
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
祭
り
に
一
生

懸
命
に
な
る
地
域
は
全
国
を
見
て
も

ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ

そ
能
登
半
島
に
は
悪
い
も
の
が
入
っ

て
こ
な
い
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

棚
木　

旗
祭
り
は
朝
鮮
の
文
化
を
色

濃
く
残
す
祭
り
で
す
。
能
登
半
島
の

文
化
は
、
朝
鮮
と
北
前
船
が
強
く
影

響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
祭
り
か

ら
も
い
え
ま
す
。

　

祭
り
に
つ
い
て
、
農
家
を
例
に
挙

げ
る
と
田
植
え
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
の

春
祭
り
、
豊
作
を
祈
る
夏
祭
り
、
収

穫
を
祝
う
秋
祭
り
が
あ
り
、
漁
師
で

あ
れ
ば
、漁
に
出
る
前
の
祭
り
、帰
っ

て
き
て
か
ら
の
祭
り
が
あ
り
ま
す
。

昔
の
人
は
一
年
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に

祭
り
と
い
う
特
別
な
日
を
作
っ
て
、

楽
し
ん
で
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
最
近
は
人
が
減
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
日
程
を
ず
ら
し
た
り
、

減
ら
し
た
り
す
る
地
域
も
あ
り
ま

す
。
祭
り
は
人
が
あ
っ
て
初
め
て
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
能
登

の
人
の
祭
り
を
残
し
て
い
き
た
い
と

い
う
強
い
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

あ
ば
れ
祭
の
魅
力

加
藤　

数
あ
る
能
登
の
祭
り
の
中
で

も
「
あ
ば
れ
祭
」
の
形
式
は
、
一
般

的
な
キ
リ
コ
祭
り
の
枠
を
越
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
全
国
的
に
八
坂
神

社
の
祭
り
と
い
う
の
は
荒
い
祭
り
が

多
い
わ
け
で
す
が
、
宇
出
津
ほ
ど
暴

れ
る
祭
り
を
わ
た
し
は
知
り
ま
せ

ん
。
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
ま
つ
る

八
坂
信
仰
は
、
江
戸
中
期
に
北
前
船

の
隆
盛
と
と
も
に
全
国
に
広
が
り
ま

し
た
。
宇
出
津
の
神
輿
が
暴
れ
る
理

あ
ば
れ
神
輿
の
迫
力

棚
木　

白
山
神
社
の
神
輿
は
町
内
回

り
に
普
通
の
神
輿
を
使
い
、
祭
り
二

日
目
の
夜
に
神
様
を
あ
ば
れ
神
輿
に

移
し
ま
す
。
神
輿
の
先
導
は
「
お
祓

い
箱
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
箱
が
務

め
、
町
内
回
り
で
は
1
軒
1
軒
の
家

に
入
り
無
病
息
災
や
商
売
繁
盛
な
ど

を
祈
願
し
て
い
ま
す
。
普
通
、
神
輿

の
先
導
は
天
狗
様
で
あ
る
猿
田
彦
が

務
め
ま
す
が
、
宇
出
津
だ
け
は
昔
か

ら
こ
の「
箱
」が
先
導
す
る
の
で
す
。

　

二
日
間
で
あ
げ
る
祝
詞
は
２
０
０

回
以
上
で
し
ょ
う
か
。
宇
出
津
の
町

の
発
展
を
願
い
な
が
ら
お
祈
り
し
て

い
ま
す
。
あ
ば
れ
祭
が
終
わ
る
と
１

年
の
ほ
と
ん
ど
が
終
わ
っ
た
よ
う
な

感
じ
が
す
る
ほ
ど
で
す
。

加
藤　

酒さ
か
た
る垂

神
社
の
神
輿
は
、
一
日

目
か
ら
あ
ば
れ
神
輿
で
巡
幸
し
ま

す
。
町
内
ご
と
に
家
々
を
回
り
ま
す

が
、
途
中
道
路
に
落
と
し
た
り
海
に

落
と
し
て
暴
れ
た
り
し
な
が
ら
、
二

日
目
の
夕
方
に
お
旅
所
（
漁
協
横
）

へ
、
夜
9
時
か
ら
八
坂
神
社
に
向
け

て
巡
幸
し
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
八
坂
神
社
の
入
り

宮
ま
で
は
ま
っ
た
く
気
が
抜
け
ま
せ

ん
。
神
様
で
あ
る
神
輿
、
氏
子
の
思

い
を
乗
せ
た
輿こ
し
に
ん
そ
く

人
足
、
そ
し
て
自
分

た
ち
が
一
体
と
な
っ
て
宮
へ
あ
が
っ

て
い
く
と
い
う
あ
の
感
覚
は
、
ほ
か

の
祭
り
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ

け
の
祭
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
神
職
と
し
て
最
高
の

幸
せ
で
す
。

　

良
い
祭
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
良
い
氏
子
を
持
つ
と
い
う
こ
と

と
同
じ
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
あ

ば
れ
祭
は
す
ば
ら
し
い
の
だ
と
思
い

ま
す
。
最
後
の
瞬
間
ま
で
神し
ん
じ
ん
い
っ
た
い

人
一
体

と
な
る
祭
り
は
そ
ん
な
に
あ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

祭
り
の
感
覚

加
藤　

祭
り
に
は
、
神
様
を
大
切
に

す
る
思
い
や
神
人
一
体
の
世
界
が
あ

り
、能
登
人
の
生
き
方
が
あ
り
ま
す
。

日
常
と
は
違
う
「
祭
り
」
に
意
図
的

に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
意
志

が
あ
り
ま
す
。

　

能
登
半
島
に
は
神
様
が
息
づ
い
て

い
る
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す

由
に
は
、
暴
れ
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ

ノ
ミ
コ
ト
の
神
意
に
か
な
う
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
が
、
神
道
神
学
的
に

は
、
神
の
世
界
を
追
わ
れ
、
食
べ
る

も
の
や
住
む
場
所
も
な
く
、
各
地
で

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ

コ
ト
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。ど
ち
ら
の
説
に
し
て
も
、

悪
い
も
の
を
内
に
入
れ
な
い
。
退
治

し
て
病
気
を
治
す
と
い
う
点
で
は
共

通
し
て
い
ま
す
。

　

あ
ば
れ
祭
の
手
伝
い
を
お
願
い
す

る
ほ
か
の
神
職
か
ら
も
よ
く
「
大
変

な
祭
り
」
と
い
わ
れ
、「
あ
ば
れ
祭

が
で
き
れ
ば
県
内
の
ど
こ
で
も
祭
り

が
で
き
る
」
ほ
ど
の
ハ
ー
ド
な
祭
り

で
す
。
先
人
た
ち
が
築
き
あ
げ
た
あ

ば
れ
祭
は
、
全
国
の
ど
の
祭
り
と
比

較
し
て
も
遜
色
な
い
祭
り
で
あ
り
、

イ
ベ
ン
ト
化
し
た
祭
り
と
も
一
線
を

画
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

棚
木　

あ
ば
れ
祭
の
時
期
は
、
一
年

を
通
し
て
気
温
、湿
度
が
最
も
高
く
、

疫
病
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
し

た
。
当
時
は
子
ど
も
の
20
歳
ま
で
の

生
存
率
は
5
割
程
度
と
い
わ
れ
て
お

り
、
昔
の
人
に
と
っ
て
、
い
か
に
疫

病
を
退
散
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

大
変
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
あ
ば
れ
祭
は
宇
出
津
の
人

に
と
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ

る
、
年
に
一
度
の
特
別
な
日
で
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

し
、
そ
う
感
じ
る
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
特
に
宇
出
津
の
町
は
、
祭
り

が
近
づ
く
と
町
全
体
の
「
気
」
が
高

ま
っ
て
い
く
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
う
い
う
感
覚
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

棚
木　

わ
た
し
は
、
能
登
の
人
口
が

減
少
し
て
も
、
一
人
で
も
多
く
の
人

に
祭
り
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
、
見

物
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
町
の
発
展

と
一
緒
に
祭
り
も
発
展
し
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
7
月
19
日
、
酒
垂
神
社
に
て
）

【
取
材
を
終
え
て
】

　

能
登
の
貴
重
な
文
化
で
あ
り
宝
物

で
あ
る
祭
り
。
し
か
し
楽
し
む
だ
け

が
祭
り
で
は
な
い
。
こ
の
伝
統
を
守

り
、次
世
代
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、

現
在
祭
り
を
行
う
わ
た
し
た
ち
が
祭

り
の
奥
の
意
志
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
そ
の
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ

体
全
体
で
祭
り
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
か
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
あ
ば
れ
祭
だ
け
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
祭
り
に
は
意
志
が
あ
り
、

感
覚
が
あ
る
。

　

自
分
た
ち
の
祖
先
が
築
き
あ
げ
て

き
た
自
分
た
ち
の
地
域
の
「
祭
り
の

向
こ
う
側
」
を
感
じ
た
い
。

祭りの向こう側

「祭りは能登人の生き方そのもの」 「町の発展を祈り続けたい」

「祭りの國」と呼ばれ、1年を通して多種多様な祭りが行われている能登半島。
その中で、最も盛大、勇壮な祭りである「あばれ祭」は何がすごいのか。

宇出津地区の神職 2人に、祭りの向こう側を聞いた。

酒
さかたる

垂神社宮司

加藤三千雄さん（55 歳・宇出津）

かとう・みちお

白山神社宮司

棚木重忠さん（50 歳・宇出津）

たなぎ・しげただ
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