
青
柏
祭
の
曳
山
行
事

青
柏
祭
の
曳
山
行
事

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

春
に
新
芽
が
育
つ
ま
で
古
い
葉
は

枯
れ
落
ち
な
い「
柏
の
葉
」。
次
の
世

代
へ
と
命
を
つ
な
ぐ
こ
の
葉
の
よ
う

に
、
山
車
を
持
つ
山
町
の
人
た
ち
は

不
断
の
思
い
で
青
柏
祭
の
曳
山
行
事

（
以
下
で
か
山
）
を
守
っ
て
き
た
。

5
0
0
年
以
上
続
い
て
き
た
伝
統
を

絶
や
さ
ぬ
よ
う
、
誇
り
と
責
任
感
を

胸
に
で
か
山
に
向
か
う
町
民
は
、
準

備
や
運
行
に
一
切
の
労
力
を
惜
し
む

こ
と
は
な
い
。「
エ
ン
ヤ
―
」
の
掛

け
声
で
「
ミ
シ
ッ
ミ
シ
ッ
」
と
軋
み

な
が
ら
、
で
か
山
が
ゆ
っ
く
り
と
動

き
出
す
瞬
間
こ
そ
町
民
の
真
骨
頂
。

彼
ら
の
祭
り
魂
が
最
高
潮
に
達
す

る
3
日
間
と
、
世
界
に
認
め
ら
れ
た

伝
統
を
次
代
へ
つ
な
ご
う
と
す
る
姿

を
追
う
。

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

とても美しく、色彩が豊かで素晴らしい。故郷
のカーニバルとは違った、日本らしい厳かさも
あり感動的です。

とても美しく、色彩が豊かで素晴らしい。故郷
のカーニバルとは違った、日本らしい厳かさも
あり感動的です。

初めて参加しましたが、想像以上の大きさに
びっくりしました。こんなに大きな山車が人の
手で動いているのが信じられません。

初めて参加しましたが、想像以上の大きさに
びっくりしました。こんなに大きな山車が人の
手で動いているのが信じられません。

長岡憲弘さん
　　寛子さん（東京都）
長岡憲弘さん
　　寛子さん（東京都）

青
柏
祭
の
曳
山
行
事

時
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
先
人
の
知
恵
と
町
民
の
熱
き
血
潮
が

日
本
一
大
き
な
で
か
山
を
5
0
0
年
以
上
支
え
て
き
た

時
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
先
人
の
知
恵
と
町
民
の
熱
き
血
潮
が

日
本
一
大
き
な
で
か
山
を
5
0
0
年
以
上
支
え
て
き
た

でか山を見た感想 でか山を見た感想
12 街角インタビュー街角インタビュー 街角インタビュー街角インタビュー

イタリア食科学大学の
大学院生の皆さん
イタリア食科学大学の
大学院生の皆さん

春
に
新
芽
が
育
つ
ま
で
古
い
葉
は

枯
れ
落
ち
な
い「
柏
の
葉
」。
次
の
世

代
へ
と
命
を
つ
な
ぐ
こ
の
葉
の
よ
う

に
、
山
車
を
持
つ
山
町
の
人
た
ち
は

不
断
の
思
い
で
青
柏
祭
の
曳
山
行
事

（
以
下
で
か
山
）
を
守
っ
て
き
た
。

5
0
0
年
以
上
続
い
て
き
た
伝
統
を

絶
や
さ
ぬ
よ
う
、
誇
り
と
責
任
感
を

胸
に
で
か
山
に
向
か
う
町
民
は
、
準

備
や
運
行
に
一
切
の
労
力
を
惜
し
む

こ
と
は
な
い
。「
エ
ン
ヤ
―
」
の
掛

け
声
で
「
ミ
シ
ッ
ミ
シ
ッ
」
と
軋
み

な
が
ら
、
で
か
山
が
ゆ
っ
く
り
と
動

き
出
す
瞬
間
こ
そ
町
民
の
真
骨
頂
。

彼
ら
の
祭
り
魂
が
最
高
潮
に
達
す

る
3
日
間
と
、
世
界
に
認
め
ら
れ
た

伝
統
を
次
代
へ
つ
な
ご
う
と
す
る
姿

を
追
う
。

2七尾ごころ



青
柏
祭
の
曳
山
行
事

青
柏
祭
の
曳
山
行
事

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

春
に
新
芽
が
育
つ
ま
で
古
い
葉
は

枯
れ
落
ち
な
い「
柏
の
葉
」。
次
の
世

代
へ
と
命
を
つ
な
ぐ
こ
の
葉
の
よ
う

に
、
山
車
を
持
つ
山
町
の
人
た
ち
は

不
断
の
思
い
で
青
柏
祭
の
曳
山
行
事

（
以
下
で
か
山
）
を
守
っ
て
き
た
。

5
0
0
年
以
上
続
い
て
き
た
伝
統
を

絶
や
さ
ぬ
よ
う
、
誇
り
と
責
任
感
を

胸
に
で
か
山
に
向
か
う
町
民
は
、
準

備
や
運
行
に
一
切
の
労
力
を
惜
し
む

こ
と
は
な
い
。「
エ
ン
ヤ
―
」
の
掛

け
声
で
「
ミ
シ
ッ
ミ
シ
ッ
」
と
軋
み

な
が
ら
、
で
か
山
が
ゆ
っ
く
り
と
動

き
出
す
瞬
間
こ
そ
町
民
の
真
骨
頂
。

彼
ら
の
祭
り
魂
が
最
高
潮
に
達
す

る
3
日
間
と
、
世
界
に
認
め
ら
れ
た

伝
統
を
次
代
へ
つ
な
ご
う
と
す
る
姿

を
追
う
。

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

　国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

とても美しく、色彩が豊かで素晴らしい。故郷
のカーニバルとは違った、日本らしい厳かさも
あり感動的です。

とても美しく、色彩が豊かで素晴らしい。故郷
のカーニバルとは違った、日本らしい厳かさも
あり感動的です。

初めて参加しましたが、想像以上の大きさに
びっくりしました。こんなに大きな山車が人の
手で動いているのが信じられません。

初めて参加しましたが、想像以上の大きさに
びっくりしました。こんなに大きな山車が人の
手で動いているのが信じられません。

長岡憲弘さん
　　寛子さん（東京都）
長岡憲弘さん
　　寛子さん（東京都）

青
柏
祭
の
曳
山
行
事

時
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
先
人
の
知
恵
と
町
民
の
熱
き
血
潮
が

日
本
一
大
き
な
で
か
山
を
5
0
0
年
以
上
支
え
て
き
た

時
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
先
人
の
知
恵
と
町
民
の
熱
き
血
潮
が

日
本
一
大
き
な
で
か
山
を
5
0
0
年
以
上
支
え
て
き
た

でか山を見た感想 でか山を見た感想
12 街角インタビュー街角インタビュー 街角インタビュー街角インタビュー

イタリア食科学大学の
大学院生の皆さん
イタリア食科学大学の
大学院生の皆さん

春
に
新
芽
が
育
つ
ま
で
古
い
葉
は

枯
れ
落
ち
な
い「
柏
の
葉
」。
次
の
世

代
へ
と
命
を
つ
な
ぐ
こ
の
葉
の
よ
う

に
、
山
車
を
持
つ
山
町
の
人
た
ち
は

不
断
の
思
い
で
青
柏
祭
の
曳
山
行
事

（
以
下
で
か
山
）
を
守
っ
て
き
た
。

5
0
0
年
以
上
続
い
て
き
た
伝
統
を

絶
や
さ
ぬ
よ
う
、
誇
り
と
責
任
感
を

胸
に
で
か
山
に
向
か
う
町
民
は
、
準

備
や
運
行
に
一
切
の
労
力
を
惜
し
む

こ
と
は
な
い
。「
エ
ン
ヤ
―
」
の
掛

け
声
で
「
ミ
シ
ッ
ミ
シ
ッ
」
と
軋
み

な
が
ら
、
で
か
山
が
ゆ
っ
く
り
と
動

き
出
す
瞬
間
こ
そ
町
民
の
真
骨
頂
。

彼
ら
の
祭
り
魂
が
最
高
潮
に
達
す

る
3
日
間
と
、
世
界
に
認
め
ら
れ
た

伝
統
を
次
代
へ
つ
な
ご
う
と
す
る
姿

を
追
う
。
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出
し
、
手
作
業
で
編
み
上
げ
る
の
は

大
変
な
労
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

車
出
し
を
終
え
る
と
、
ク
レ
ー
ン

を
使
っ
て
上
へ
上
へ
と
地
山
組
み
を

進
め
て
い
く
。
男
た
ち
は
精
一
杯
の

力
を
込
め
て
部
材
を
藤
づ
る
で
締
め

上
げ
て
い
く
。
4
階
建
て
の
ビ
ル
相

当
の
高
さ
で
行
わ
れ
る
逆
ハ
の
字
型

の
「
開
き
」
部
分
を
作
る
作
業
は
、

並
々
な
ら
ぬ
経
験
と
度
胸
が
必
要
。

地
上
か
ら
は
年
長
者
が
指
示
を
出
し
、

若
衆
は
高
所
で
声
を
掛
け
合
い
な
が

ら
汗
を
流
す
。

町
民
ら
は
言
う
。「
で
か
山
を
中
心

に
町
が
ま
と
ま
る
。
そ
の
団
結
力
で

で
か
山
が
動
く
ん
や
」。
む
し
ろ
山
を

完
成
さ
せ
、
意
気
揚
々
と
試
し
曳
き

に
向
か
う
男
た
ち
。
で
か
山
づ
く
り

を
通
し
て
培
っ
た
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

原
動
力
に
、
日
本
一
大
き
な
山
車
を

曳
き
廻
す
。

春
の
息
吹
を
感
じ
る
4
月
初
旬
に

な
る
と
、
幼
い
頃
か
ら
木
遣
り
や
七

尾
ま
だ
ら
を
練
習
し
て
き
た
町
民
た

ち
の
耳
に
は
、
自
然
と
太
鼓
や
か
ね

の
音
が
響
い
て
く
る
と
い
う
。
1
年

を
通
じ
て
準
備
に
掛
か
っ
て
き
た
町

民
ら
の
祭
り
魂
は
、
徐
々
に
騒
ぎ
始

め
、
で
か
山
づ
く
り
は
始
動
す
る
。

初
め
に
取
り
掛
か
る
の
は
藤
づ
る

編
み
と
む
し
ろ
編
み
。
新
入
り
の
若

衆
は
、
こ
こ
か
ら
で
か
山
づ
く
り
を

覚
え
て
い
く
。
2
0
0
近
く
あ
る
部

材
を
つ
な
ぐ
藤
づ
る
は
、
毎
年
3
月

上
旬
に
採
れ
る「
地
渡
り
藤
」
を
使
用
。

運
行
中
の
揺
れ
に
強
い
山
を
作
る
た

め
に
は
新
鮮
な
藤
づ
る
を
使
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
山
か
ら
刈
り

「でか山」「でか山」の組み立て
│　  STAGE 01  　│

直径約2メートル、重さ約2トンの車輪を山蔵から運び出し、
水平になるように作業場所の定位置に据え付ける。

2～3人で1組になり、藤づるを束にして、17～18メートル
の綱状にする。これを多い町で700キログラム用意する。

むしろは、わらで編んだ畳一畳分の敷物。でか山の骨組
みを覆うため、約200枚を手作業でつなぎ合わせる。

車輪に心棒を通し、台木を乗せ、柱を立てていく。土台
が出来上がると、長丸太を両脇にはめ込み、わら縄を
使って固く縛って仕上げる。

つなぎ合わせたむしろを丸太に掛けてクレーンで持ち上げ、
竹を張った地山を覆っていく。

魚町では22年ぶりに下段前幕を新調。

むしろ山を試運行し、傾きやねじれを確認。歌舞伎舞台
や人形の設置、幕などを飾って仕上げる。

藤づる編み

むしろ編み

車出し

地山組み

むしろ張り

試し曳き・飾り付け

1

2

3

4

5

6

府中町府中町 鍛冶町鍛冶町

魚町魚町

木遣り衆が手にする祭道具「彩祓（ざい）」
は若衆と女性たちが作り上げる。

4七尾ごころ



出
し
、
手
作
業
で
編
み
上
げ
る
の
は

大
変
な
労
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

車
出
し
を
終
え
る
と
、
ク
レ
ー
ン

を
使
っ
て
上
へ
上
へ
と
地
山
組
み
を

進
め
て
い
く
。
男
た
ち
は
精
一
杯
の

力
を
込
め
て
部
材
を
藤
づ
る
で
締
め

上
げ
て
い
く
。
4
階
建
て
の
ビ
ル
相

当
の
高
さ
で
行
わ
れ
る
逆
ハ
の
字
型

の
「
開
き
」
部
分
を
作
る
作
業
は
、

並
々
な
ら
ぬ
経
験
と
度
胸
が
必
要
。

地
上
か
ら
は
年
長
者
が
指
示
を
出
し
、

若
衆
は
高
所
で
声
を
掛
け
合
い
な
が

ら
汗
を
流
す
。

町
民
ら
は
言
う
。「
で
か
山
を
中
心

に
町
が
ま
と
ま
る
。
そ
の
団
結
力
で

で
か
山
が
動
く
ん
や
」。
む
し
ろ
山
を

完
成
さ
せ
、
意
気
揚
々
と
試
し
曳
き

に
向
か
う
男
た
ち
。
で
か
山
づ
く
り

を
通
し
て
培
っ
た
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

原
動
力
に
、
日
本
一
大
き
な
山
車
を

曳
き
廻
す
。

春
の
息
吹
を
感
じ
る
4
月
初
旬
に

な
る
と
、
幼
い
頃
か
ら
木
遣
り
や
七

尾
ま
だ
ら
を
練
習
し
て
き
た
町
民
た

ち
の
耳
に
は
、
自
然
と
太
鼓
や
か
ね

の
音
が
響
い
て
く
る
と
い
う
。
1
年

を
通
じ
て
準
備
に
掛
か
っ
て
き
た
町

民
ら
の
祭
り
魂
は
、
徐
々
に
騒
ぎ
始

め
、
で
か
山
づ
く
り
は
始
動
す
る
。

初
め
に
取
り
掛
か
る
の
は
藤
づ
る

編
み
と
む
し
ろ
編
み
。
新
入
り
の
若

衆
は
、
こ
こ
か
ら
で
か
山
づ
く
り
を

覚
え
て
い
く
。
2
0
0
近
く
あ
る
部

材
を
つ
な
ぐ
藤
づ
る
は
、
毎
年
3
月

上
旬
に
採
れ
る「
地
渡
り
藤
」
を
使
用
。

運
行
中
の
揺
れ
に
強
い
山
を
作
る
た

め
に
は
新
鮮
な
藤
づ
る
を
使
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
山
か
ら
刈
り

「でか山」「でか山」の組み立て
│　  STAGE 01  　│

直径約2メートル、重さ約2トンの車輪を山蔵から運び出し、
水平になるように作業場所の定位置に据え付ける。

2～3人で1組になり、藤づるを束にして、17～18メートル
の綱状にする。これを多い町で700キログラム用意する。

むしろは、わらで編んだ畳一畳分の敷物。でか山の骨組
みを覆うため、約200枚を手作業でつなぎ合わせる。

車輪に心棒を通し、台木を乗せ、柱を立てていく。土台
が出来上がると、長丸太を両脇にはめ込み、わら縄を
使って固く縛って仕上げる。

つなぎ合わせたむしろを丸太に掛けてクレーンで持ち上げ、
竹を張った地山を覆っていく。

魚町では22年ぶりに下段前幕を新調。

むしろ山を試運行し、傾きやねじれを確認。歌舞伎舞台
や人形の設置、幕などを飾って仕上げる。

藤づる編み

むしろ編み

車出し

地山組み

むしろ張り

試し曳き・飾り付け

1

2

3

4

5

6

府中町府中町 鍛冶町鍛冶町

魚町魚町

木遣り衆が手にする祭道具「彩祓（ざい）」
は若衆と女性たちが作り上げる。
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│　  STAGE 02  　│

う
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
重
責
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

近
年
は
公
民
館
や
集
会
所
な
ど
で

行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

今
年
の
8
つ
の
人
形
宿
の
中
で
、

数
少
な
い
民
家
で
の
開
催
と
な
っ

た
関
屋
悟
さ
ん
（
湊
町
一
丁
目
）。

昨
年
12
月
に
自
宅
を
新
築
し
、
和

室
は
92
歳
の
母
親
が
家
の
中
か
ら

で
も
近
所
の
人
と
関
わ
り
を
持
て

る
よ
う
、
大
き
な
窓
を
通
り
に
向

け
て
配
置
し
た
。
人
形
宿
の
大
役

を
受
け
、
町
内
会
の
メ
ン
バ
ー
は

そ
の
造
り
を
活
用
し
た
ア
イ
デ
ア

を
持
ち
寄
り
、
窓
を
囲
む
よ
う
に

竹
の
門
や
庭
を
作
り
込
ん
だ
。

ま
た
、
今
回
花
を
生
け
た
の

は
同
町
出
身
で
東
京
都
在
住
の

伊
藤
佑
飛
さ
ん
。
昨
年
1
月
に

98
歳
で
亡
く
な
っ
た
い
け
ば
な

草
月
流
の
師
範
の
伊
藤
宵
波
さ

ん
の
孫
で
、
人
形
宿
の
花
を
生

け
て
き
た
宵
波
さ
ん
の
姿
を
幼

い
頃
は
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
で

追
っ
て
い
た
と
い
う
。「
皆
さ
ん

に
恩
返
し
が
で
き
れ
ば
」
と
気
心

の
知
れ
た
近
隣
住
民
た
っ
て
の
依

頼
を
受
け
た
佑
飛
さ
ん
。
弁
慶
の

人
形
宿
は
、
義
経
に
向
け
た
真
っ

す
ぐ
な
思
い
を
躍
動
感
い
っ
ぱ
い

に
表
し
た
花
々
で
彩
ら
れ
た
。

5
月
2
日
、
各
山
町
の
民
家
や

集
会
所
で
、
で
か
山
の
舞
台
に
飾

る
人
形
が
盆
栽
や
生
け
花
、
供
え

物
な
ど
で
艶
や
か
に
彩
ら
れ
、
披

露
さ
れ
る
。
見
物
客
が
日
頃
の
罪

け
が
れ
を
人
形
に
託
し
、
そ
れ
を

で
か
山
に
飾
る
こ
と
で
は
ら
い
清

め
ら
れ
る
と
い
う
由
来
が
あ
る
人

形
見
。
人
形
宿
を
任
さ
れ
る
と
い

を
大
人
か
ら
手
取
り
足
取
り

習
う
子
ど
も
た
ち
。
稽
古
は

姿
勢
や
目
上
の
人
へ
の
礼
儀

な
ど
を
学
ぶ
貴
重
な
社
会
勉

強
の
場
で
も
あ
る
。
境
内
で

遊
ん
で
い
た
地
域
の
子
ど
も

た
ち
も
上
級
生
の
姿
を
憧
れ

の
ま
な
ざ
し
で
追
い
、
伝
統

は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

曳
き
手
の
心
を
一
つ
に
し
、

で
か
山
の
動
き
に
弾
み
を
つ

け
る
木
遣
り
。
唄
に
は
楽
譜

は
な
く
、
各
山
町
で
先
代
か

ら
後
代
へ
と
口
伝
え
で
唄
い

継
が
れ
て
き
た
。
印
鑰
神
社

社
務
所
で
は
4
月
上
旬
か
ら

府
中
町
の
子
ど
も
木
遣
り
の

稽
古
が
始
ま
る
。
独
特
の
唄

い
回
し
や
一
つ
一
つ
の
動
作

鍛冶町、魚町の稽古場でも本番さながらの
緊張感の中、毎夜のように稽古は続く。

「町会の人が一丸となって取り組んで
くれて、地域の絆を改めて感じる」と目
を細める関屋さん。

「木遣りの稽古」「木遣りの稽古」

│　  STAGE 03 　│

「人形宿の準備」「人形宿の準備」

魚
町
は
公
民
館
の
敷
地
を
使
用
す
る
の
で
、

約
70
人
が
集
ま
っ
て
2
週
間
ぐ
ら
い
で
一
気
に

作
り
上
げ
ま
す
。
み
ん
な
で
動
か
す
で
か
山
を

み
ん
な
で
作
っ
て
、
私
た
ち
の
代
が
参
加
で
き

な
く
な
っ
て
も
誰
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
組
み
立
て
の
指
示
を

出
し
て
い
ま
す
。

7
年
前
か
ら
小
丸
山
小
学
校
の
児
童
に
で
か

山
教
室
を
始
め
ま
し
た
。
当
初
は
質
問
や
見
学

だ
け
で
し
た
が
、
最
近
は
実
際
に
で
か
山
を
動

か
し
て
み
た
り
、
止
梃
子
を
使
っ
て
み
た
り
と
、

児
童
に
楽
し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
工
夫

し
て
い
ま
す
。
児
童
か
ら
の
質
問
も
増
え
て
き

て
、
幼
い
時
の
私
の
よ
う
に
、
で
か
山
好
き
の

子
ど
も
が
増
え
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
大
人
に

な
っ
た
ら
一
緒
に
で
か
山
を
作
れ
た
ら
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

鍛
冶
町
の
人
形
宿
は
、
昔
は
山
町
だ
け
で
担

当
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
近
隣
の
連
町
に

お
願
い
し
、
担
当
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

昔
は
人
形
師
も
山
町
ご
と
に
１
人
置
か
れ
、

他
の
山
町
よ
り
も
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
張

り
合
っ
て
い
ま
し
た
。
人
形
宿
に
選
ば
れ
る

と
い
う
こ
と
は
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
る

一
方
、
準
備
か
ら
見
物
客
へ
の
振
る
舞
い
な

ど
家
人
の
負
担
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今

で
は
町
会
が
意
見
を
出
し
合
っ
て
見
せ
方
を

考
え
た
り
、
資
材
を
集
め
た
り
し
て
「
こ
の

宿
が
一
番
良
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

当
家
で
も
明
治
14
年
、
平
成
10
年
の
2
度

経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
は
息
子

の
代
で
人
形
宿
を
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
夢
で
す
ね
。

父
の
木
遣
り
姿
へ
の
憧
れ
と
周
り
の
大
人

の
勧
め
も
あ
り
、
小
学
校
4
年
生
か
ら
始
め

た
木
遣
り
。
府
中
町
の
木
遣
り
は
先
輩
方
か

ら
引
き
継
い
だ
唄
い
方
を
ほ
ぼ
忠
実
に
守
っ

て
い
ま
す
が
、
最
近
は
他
の
町
の
木
遣
り
衆

と
も
情
報
交
換
会
を
行
い
、
良
い
と
こ
ろ
を

共
有
し
合
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
初
め
て
高

段
と
し
て
木
遣
り
衆
を
引
っ
張
る
立
場
と
な

り
、
例
年
に
な
く
緊
張
し
て
朝
山
を
迎
え
ま

し
た
。
は
し
ご
を
登
る
時
に
、
他
の
町
の
木

遣
り
衆
か
ら
「
頑
張
っ
て
」
と
エ
ー
ル
を
も

ら
っ
た
時
は
と
て
も
心
強
く
嬉
し
か
っ
た
で

す
。
伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

大
事
で
す
が
、
若
い
世
代
に
で
か
山
の
魅
力

を
伝
え
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
他
の

町
と
も
協
力
し
な
が
ら
互
い
に
高
め
合
っ
て

い
き
た
い
で
す
。

通 

則
雄
さ
ん

地
山
組
み

人
形
宿

（
馬
出
町
）

桶
成 

隆
久
さ
ん
（
湊
町
一
丁
目
）

藤
岡 

孝
幸
さ
ん
（
府
中
町
）

木
遣
り

未来の を思い描くでか山

6七尾ごころ



│　  STAGE 02  　│

う
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
重
責
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

近
年
は
公
民
館
や
集
会
所
な
ど
で

行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

今
年
の
8
つ
の
人
形
宿
の
中
で
、

数
少
な
い
民
家
で
の
開
催
と
な
っ

た
関
屋
悟
さ
ん
（
湊
町
一
丁
目
）。

昨
年
12
月
に
自
宅
を
新
築
し
、
和

室
は
92
歳
の
母
親
が
家
の
中
か
ら

で
も
近
所
の
人
と
関
わ
り
を
持
て

る
よ
う
、
大
き
な
窓
を
通
り
に
向

け
て
配
置
し
た
。
人
形
宿
の
大
役

を
受
け
、
町
内
会
の
メ
ン
バ
ー
は

そ
の
造
り
を
活
用
し
た
ア
イ
デ
ア

を
持
ち
寄
り
、
窓
を
囲
む
よ
う
に

竹
の
門
や
庭
を
作
り
込
ん
だ
。

ま
た
、
今
回
花
を
生
け
た
の

は
同
町
出
身
で
東
京
都
在
住
の

伊
藤
佑
飛
さ
ん
。
昨
年
1
月
に

98
歳
で
亡
く
な
っ
た
い
け
ば
な

草
月
流
の
師
範
の
伊
藤
宵
波
さ

ん
の
孫
で
、
人
形
宿
の
花
を
生

け
て
き
た
宵
波
さ
ん
の
姿
を
幼

い
頃
は
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
で

追
っ
て
い
た
と
い
う
。「
皆
さ
ん

に
恩
返
し
が
で
き
れ
ば
」
と
気
心

の
知
れ
た
近
隣
住
民
た
っ
て
の
依

頼
を
受
け
た
佑
飛
さ
ん
。
弁
慶
の

人
形
宿
は
、
義
経
に
向
け
た
真
っ

す
ぐ
な
思
い
を
躍
動
感
い
っ
ぱ
い

に
表
し
た
花
々
で
彩
ら
れ
た
。

5
月
2
日
、
各
山
町
の
民
家
や

集
会
所
で
、
で
か
山
の
舞
台
に
飾

る
人
形
が
盆
栽
や
生
け
花
、
供
え

物
な
ど
で
艶
や
か
に
彩
ら
れ
、
披

露
さ
れ
る
。
見
物
客
が
日
頃
の
罪

け
が
れ
を
人
形
に
託
し
、
そ
れ
を

で
か
山
に
飾
る
こ
と
で
は
ら
い
清

め
ら
れ
る
と
い
う
由
来
が
あ
る
人

形
見
。
人
形
宿
を
任
さ
れ
る
と
い

を
大
人
か
ら
手
取
り
足
取
り

習
う
子
ど
も
た
ち
。
稽
古
は

姿
勢
や
目
上
の
人
へ
の
礼
儀

な
ど
を
学
ぶ
貴
重
な
社
会
勉

強
の
場
で
も
あ
る
。
境
内
で

遊
ん
で
い
た
地
域
の
子
ど
も

た
ち
も
上
級
生
の
姿
を
憧
れ

の
ま
な
ざ
し
で
追
い
、
伝
統

は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

曳
き
手
の
心
を
一
つ
に
し
、

で
か
山
の
動
き
に
弾
み
を
つ

け
る
木
遣
り
。
唄
に
は
楽
譜

は
な
く
、
各
山
町
で
先
代
か

ら
後
代
へ
と
口
伝
え
で
唄
い

継
が
れ
て
き
た
。
印
鑰
神
社

社
務
所
で
は
4
月
上
旬
か
ら

府
中
町
の
子
ど
も
木
遣
り
の

稽
古
が
始
ま
る
。
独
特
の
唄

い
回
し
や
一
つ
一
つ
の
動
作

鍛冶町、魚町の稽古場でも本番さながらの
緊張感の中、毎夜のように稽古は続く。

「町会の人が一丸となって取り組んで
くれて、地域の絆を改めて感じる」と目
を細める関屋さん。

「木遣りの稽古」「木遣りの稽古」

│　  STAGE 03 　│

「人形宿の準備」「人形宿の準備」

魚
町
は
公
民
館
の
敷
地
を
使
用
す
る
の
で
、

約
70
人
が
集
ま
っ
て
2
週
間
ぐ
ら
い
で
一
気
に

作
り
上
げ
ま
す
。
み
ん
な
で
動
か
す
で
か
山
を

み
ん
な
で
作
っ
て
、
私
た
ち
の
代
が
参
加
で
き

な
く
な
っ
て
も
誰
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
組
み
立
て
の
指
示
を

出
し
て
い
ま
す
。

7
年
前
か
ら
小
丸
山
小
学
校
の
児
童
に
で
か

山
教
室
を
始
め
ま
し
た
。
当
初
は
質
問
や
見
学

だ
け
で
し
た
が
、
最
近
は
実
際
に
で
か
山
を
動

か
し
て
み
た
り
、
止
梃
子
を
使
っ
て
み
た
り
と
、

児
童
に
楽
し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
工
夫

し
て
い
ま
す
。
児
童
か
ら
の
質
問
も
増
え
て
き

て
、
幼
い
時
の
私
の
よ
う
に
、
で
か
山
好
き
の

子
ど
も
が
増
え
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
大
人
に

な
っ
た
ら
一
緒
に
で
か
山
を
作
れ
た
ら
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

鍛
冶
町
の
人
形
宿
は
、
昔
は
山
町
だ
け
で
担

当
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
近
隣
の
連
町
に

お
願
い
し
、
担
当
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

昔
は
人
形
師
も
山
町
ご
と
に
１
人
置
か
れ
、

他
の
山
町
よ
り
も
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
張

り
合
っ
て
い
ま
し
た
。
人
形
宿
に
選
ば
れ
る

と
い
う
こ
と
は
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
る

一
方
、
準
備
か
ら
見
物
客
へ
の
振
る
舞
い
な

ど
家
人
の
負
担
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今

で
は
町
会
が
意
見
を
出
し
合
っ
て
見
せ
方
を

考
え
た
り
、
資
材
を
集
め
た
り
し
て
「
こ
の

宿
が
一
番
良
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

当
家
で
も
明
治
14
年
、
平
成
10
年
の
2
度

経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
は
息
子

の
代
で
人
形
宿
を
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
夢
で
す
ね
。

父
の
木
遣
り
姿
へ
の
憧
れ
と
周
り
の
大
人

の
勧
め
も
あ
り
、
小
学
校
4
年
生
か
ら
始
め

た
木
遣
り
。
府
中
町
の
木
遣
り
は
先
輩
方
か

ら
引
き
継
い
だ
唄
い
方
を
ほ
ぼ
忠
実
に
守
っ

て
い
ま
す
が
、
最
近
は
他
の
町
の
木
遣
り
衆

と
も
情
報
交
換
会
を
行
い
、
良
い
と
こ
ろ
を

共
有
し
合
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
初
め
て
高

段
と
し
て
木
遣
り
衆
を
引
っ
張
る
立
場
と
な

り
、
例
年
に
な
く
緊
張
し
て
朝
山
を
迎
え
ま

し
た
。
は
し
ご
を
登
る
時
に
、
他
の
町
の
木

遣
り
衆
か
ら
「
頑
張
っ
て
」
と
エ
ー
ル
を
も

ら
っ
た
時
は
と
て
も
心
強
く
嬉
し
か
っ
た
で

す
。
伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

大
事
で
す
が
、
若
い
世
代
に
で
か
山
の
魅
力

を
伝
え
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
他
の

町
と
も
協
力
し
な
が
ら
互
い
に
高
め
合
っ
て

い
き
た
い
で
す
。

通 

則
雄
さ
ん

地
山
組
み

人
形
宿

（
馬
出
町
）

桶
成 

隆
久
さ
ん
（
湊
町
一
丁
目
）

藤
岡 

孝
幸
さ
ん
（
府
中
町
）

木
遣
り

未来の を思い描くでか山

7 七尾ごころ 2017.6


