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滋
賀
県
長
浜
市

「
子
ど
も
歌
舞
伎
」保
存
継
承
の
取
り
組
み
╱

　
　
　
　
　

  　

  　

長
浜
曳
山
文
化
協
会

少
子
高
齢
化
や
過
疎
化
が
進
む
な
か

ま
つ
り
を
支
え
る
人
の
裾
野
を
広
げ
る

　

湖
国
が
桜
爛
漫
と
な
る
４
月
、
滋
賀
県
の
長

浜
八
幡
宮
で
行
わ
れ
る「
長
浜
曳
山
ま
つ
り
」は
、

秀
吉
が
長
浜
城
主
の
頃
か
ら
４
０
０
年
余
り
続

く
伝
統
の
祭
り
だ
。
見
所
は「
動
く
美
術
館
」と

呼
ば
れ
る
曳
山
の
巡
行
と
、
そ
の
舞
台
で
華
や

か
な
衣
装
の
男
児
た
ち
が
演
じ
る「
子
ど
も
歌

舞
伎
」で
あ
る
。

　
「
長
浜
を
発
展
さ
せ
て
き
た
町
衆
の
経
済
力
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
美
意
識
や
芸
能
文
化

が
背
景
に
あ
り
ま
す
」と
話
す
の
は
長
浜
市
曳

山
博
物
館
副
館
長
の
中
島
誠
一
さ
ん
だ
。

　

曳
山
を
出
す
町
の
組
織
は「
山
組
」と
呼
ば
れ

る
。
子
ど
も
役
者
は
山
組
か
ら
５
〜
12
歳
の
男

子
が
選
ば
れ
、
春
休
み
を
迎
え
る
３
月
後
半
か

ら
約
２
週
間
、
本
番
に
向
け
た
稽
古
に
入
る
。

　
「
初
め
は
女
形
を
恥
ず
か
し
が
る
子
ど
も
も
い

ま
す
が
、
朝
か
ら
晩
ま
で
稽
古
を
続
け
る
う
ち

徐
々
に
役
に
入
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
大
人
よ

り
も
柔
軟
性
が
高
く
覚
え
も
早
い
」と
説
明
す

る
の
は
、
長
浜
曳
山
文
化
協
会
の
小
池
充
さ
ん
。

子
ど
も
た
ち
の
世
話
や
ま
つ
り
の
実
務
的
な
運

営
を
担
う
の
が
18
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の「
若
衆
」

で
、
小
池
さ
ん
自
身
も
山
組
の
若
衆
相
談
役
を

務
め
て
い
る
。
そ
の
上
の
世
代
は「
中
老
」と
呼

ば
れ
、
ま
つ
り
全
体
の
予
算
管
理
や
支
援
に
携

わ
る
。
こ
う
し
て
各
世
代
が
役
割
を
担
っ
て
交

流
し
、
支
え
合
う
こ
と
で
地
域
社
会
へ
の
参
加

意
識
や
連
帯
感
、
生
ま
れ
育
っ
た
町
へ
の
感
謝

〝
ま
つ
り
〞が
育
む
地
域
の
力   

│
活
動
事
例
か
ら

長浜市曳山博物館副館
長の中島誠一さん。こ
れまで学芸員を務める
傍ら、滋賀県の民俗芸
能、祭礼などに関する
論文や図録、報告書を
多数発表している

長浜曳山文化協会の小
池充さん。曳山まつり
を運営する山組のひと
つ田町組の若衆相談
役。曳山まつりで振付・
太夫・三味線の三役を
担う人材を養成する三
役修業塾の塾生として
三味線も演奏する

長浜曳山まつりの曳山行事は、国の重要無形民俗
文化財に指定されている。曳山は全部で13基あり、
そのうち歌舞伎狂言を上演する曳山は12基。毎年
４基ずつ登場し、３年ごとに出番を迎える
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の
気
持
ち
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。

　
「
よ
く
長
浜
の
子
は
礼
儀
正
し
い
と
言
わ
れ
ま

す
。
小
さ
い
頃
か
ら
大
人
と
活
発
に
交
流
を
し

て
い
ま
す
か
ら
社
会
的
な
ル
ー
ル
も
自
ず
と
身

に
つ
く
ん
で
す
ね
」と
小
池
さ
ん
。
大
人
に
な
っ

て
か
ら
も
ま
つ
り
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
は
多
く
、

生
涯
教
育
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

少
子
高
齢
化
や
曳
山
を
持
つ
中
心
市
街
地
の

過
疎
化
で
、
ま
つ
り
の
保
存
・
伝
承
と
そ
の
た
め

の
後
継
者
育
成
が
、
以
前
に
ま
し
て
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
子
ど
も
歌
舞
伎
に
不
可
欠
な
振
付
・
太

夫
・
三
味
線
の
三
役
や
囃
子
方
は
、
こ
れ
ま
で
周

辺
地
域
や
遠
方
か
ら
担
い
手
を
招
き
入
れ
て
い

た
が
高
齢
化
で
人
材
不
足
に
。
そ
こ
で「
囃
子
保

存
会
」で
地
域
の
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
後
継
者

育
成
を
進
め
て
い
る
ほ
か
、
山
組
以
外
の
市
民
に

対
象
を
広
げ
て「
三
役
」を
育
成
す
る「
三
役
修

業
塾
」を
通
じ
て
、
ま
つ
り
を
支
え
る
人
々
の
裾

野
を
広
げ
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。
そ
の

一
環
と
し
て
長
浜
曳
山
文
化
協
会
で
は
、
地
域
の

中
学
校
と
連
携
し
て
、
曳
山
ま
つ
り
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
芸
能
文
化
に
つ
い
て
の
体

験
学
習
な
ど
を
通
じ
て
、
よ
り
多
く
の
子
ど
も

た
ち
に
曳
山
ま
つ
り
の
魅
力
を
伝
え
て
い
る
。

　
「
し
き
た
り
を
思
い
切
っ
て
柔
軟
に
す
る
工
夫

も
必
要
で
す
が
、先
人
達
が
つ
く
り
上
げ
た
し
き

た
り
や
伝
統
は
で
き
る
だ
け
守
り
た
い
」と
中

島
さ
ん
と
小
池
さ
ん
は
口
を
揃
え
る
。
文
化
の

伝
統
を
守
り
つ
つ
、時
代
の
変
化
に
も
対
応
し
て

い
け
る
活
動
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
。

　
　
（
文
責
・Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
）

「長浜曳山文化協会」
　　　　　　　　問い合わせ先

動く歌舞伎座と言われる曳山の舞台。例年４月
14～16日に長浜八幡宮から御旅所神前までの
市内各所の路上で「子ども歌舞伎」が上演される

本番近い４月９日からは仮衣装をまとって、通し稽古が一般
公開される。休憩中には子どもたちの笑顔がこぼれる

４月13日、曳山に飾る御幣を長浜八幡宮へ迎えに行
く儀式。御幣持ちと呼ばれる子どもが御幣を授かる

10～40代くらいまでの
人々で構成される山組
の組織「若衆」。まつり
に出演する子どもの選
出から大道具、小道具
の準備に至るまで、献
身的に役者の子どもた
ちの世話をする

曳山博物館内には４基
の曳山が収蔵。２基が
常時公開されている

３月下旬から、子ども役者たちは町家や稽古宿
に設けた仮舞台で、読み習いから、所作を習う立
ち稽古に朝から晩まで励む


