
　
７
月
15
日
、
東
黒
山
区
で
祇
園
山
笠

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
山
笠
は
、
五

穀
豊
穣
と
無
病
息
災
を
願
う
区
の
恒
例

行
事
。
男
性
た
ち
は
神
輿
を
担
ぎ
、
午

後
７
時
30
分
か
ら
約
２
時
間
か
け
て
区

内
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
ま
た
、
女

性
や
子
ど
も
、
お
年
寄
り
な
ど
は
家
の

前
で
神
輿
を
出
迎
え
、
担
ぎ
手
に
声
を

掛
け
た
り
、
飲
み
物
や
食
べ
物
を
振
る

舞
っ
た
り
し
て
地
域
全
体
で
山
笠
を
盛

り
上
げ
ま
し
た
。

　

山
笠
の
始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
疫
病
が
流
行
し
、
な
か
な
か
治
ま

ら
な
い
た
め
、
村
人
が「
流
行
病
で
、

た
と
え
家
が
３
軒
に
な
っ
て
も
神
輿
を

担
ぎ
、
祭
り
を
絶
や
さ
な
い
」と
願
を

か
け
た
と
こ
ろ
、
疫
病
が
見
事
に
治

ま
っ
た
と
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
降
、
東
黒
山
区
で
は
一
度
も
絶

や
さ
ず
山
笠
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
７
月
14
日
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変

化
し
、
現
在
は
７
月
14
日
に
最
も
近
い

日
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

平
成
６
年
10
月
に
町
の
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
、
町
内
に
二
つ
し
か
な

い
無
形
民
俗
文
化
財
の
一
つ
と
し
て
大

切
に
守
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

夏
の
風
物
詩

「
東
黒
山
の
祇
園
山
笠
」

始
ま
り
は
江
戸
時
代

山笠を継ぐ
　東黒山で古くから行われている祇園山笠は、町の無形民俗
文化財に指定されています。今回は、世帯の少ない小さな集
落で刻んできた歴史をたどりながら、山笠の継承を考えます。
問い合わせ　生涯学習課

無形民俗
文化財

特 集

▲神輿の飾り付け。年長者が若者に教えながら華やかな姿へと作り上げていく

①

⑥

⑦
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江
戸
時
代
か
ら
こ
れ
ほ
ど
長
く
続
け

る
こ
と
は
、
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
東
黒
山
区
で
は

長
い
間
、
山
笠
が
守
ら
れ
て
い
る
の
か
。

そ
こ
に
は
先
人
た
ち
の
強
い
思
い
と
受

け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
魂
が
あ
る

の
で
す
。
古
く
か
ら
の
区
民
に
話
を
聞

く
と「
昔
、
大
先
輩
か
ら『
東
黒
山
で
は
、

日
露
戦
争
以
降
誰
一
人
戦
死
し
て
い
な

い
。
こ
れ
は
山
笠
の
お
か
げ
だ
か
ら
、

担
ぎ
手
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
柱
一
本

だ
け
で
も
担
い
で
回
っ
て
ほ
し
い
』と
言

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
思
い
に
応
え
る
た

め
に
も
、
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
昔
を
振

り
返
り
な
が
ら
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

約
１
ト
ン
に
も
な
る
神
輿
は
、
毎
年

区
内
の
人
た
ち
が
丁
寧
に
作
り
上
げ
て

い
ま
す
。
神
輿
の
種
類
は
飾
り
の
な
い
台

山
、
世
帯
ご
と
の
旗
を
つ
け
る
旗
山
、
花

飾
り
を
つ
け
る
花
山
の
３
種
類
。
近
年
は

最
も
優
美
な
花
山
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

製
作
が
始
ま
る
の
は
山
笠
当
日
の
１

週
間
前
。
男
性
た
ち
は
、
か
き
棒
と
土
台

を
締
め
る
た
め
の
フ
ジ
カ
ズ
ラ
の
調
達
や

飾
り
で
使
用
す
る
竹
の
準
備
、
神
輿
の

飾
り
付
け
な
ど
を
す
べ
て
手
作
業
で
行

い
ま
す
。
ま
た
、
神
輿
を
彩
る
花
飾
り
は

女
性
た
ち
を
中
心
に
作
っ
て
い
ま
す
。

先
人
た
ち
の
魂
を
受
け
継
い
で

神
輿
は
地
元
の
人
た
ち
の

手
で
作
ら
れ
て
い
る

特集 山笠を継ぐ
無形民俗文化財

①山林でフジカズラを調達②竹の飾りを作るため竹割り器で竹を裁断③台締めは昔な
がらの締め方ですべて手作業④神輿の飾りは山笠終了後のやま解き後、区内の世帯や
企業に配られ１年間の無事を祈って玄関などに飾られる⑤神輿を囲う杉壁作り⑥世間話
を楽しみながらの飾り作り⑦大きな神輿にみんな夢中⑧神輿が完成したら無事を祈って
おはらいを受ける⑨厳嶋神社入口に掲げられた正道旗

地域が「一つ」に
なるとき―。

①②

③

④⑤

⑥

⑦

⑧⑨
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親
か
ら
子
、
そ
し
て

孫
へ
と
受
け
継
ぐ
魂

　

山
笠
が
次
の
世
代
へ
と
確
実
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
昔
な
が
ら

の
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は「
同
行
」

で
す
。
東
黒
山
区
で
は
、
同
年
代
の
男

性
た
ち
が
伊
勢
神
宮
に
お
参
り
に
行
き
、

「
同
行
」と
い
う
集
ま
り
を
つ
く
る
習
慣

が
古
く
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。
現
存
す

る
同
行
は
、
年
齢
層
の
高
い
順
に「
黒

山
会
」「
若
松
会
」「
若
鷹
会
」の
３
種
類
。

伝
統
の
継
承
は

「
同ど
う
ぎ
ょ
う行」の

つ
な
が
り
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
同
行
は
、
毎
月
1
回
集
ま

り
親
睦
を
深
め
て
い
て
、
そ
こ
で
育
ま

れ
る
兄
弟
の
よ
う
な
結
束
が
、
こ
の
山

笠
の
継
承
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

東
黒
山
区
で
は
、
伝
統
を
守
り
続
け

た
い
と
い
う
思
い
と
は
裏
腹
に
、
人
手

不
足
と
い
う
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い

ま
す
。
か
つ
て
は
区
内
に
も
若
者
が
多

く
い
て
、
山
笠
を
行
っ
て
い
る
近
隣
の

区
と
も
互
い
に
協
力

し
合
い
な
が
ら
担
ぎ

手
を
確
保
し
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
は
高

齢
化
や
若
者
の
流
出

で
担
ぎ
手
が
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
今
年
は
広
報
お

か
が
き
で
担
ぎ
手
を

募
集
し
ま
し
た
が
、

自
ら
参
加
す
る
人
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
状

況
で
す
。

年
々
減
り
続
け
る
担
ぎ
手

一人でも多くの人に
応援に来てほしい

１年で唯一みんなが集う
この行事を守りたい

　東黒山区は、世帯数が 37 軒ととても少ない区で
す。昔は子どもが多く、子ども神輿もしていましたが、
現在は小学生が３人と非常に少ないため、子ども神
輿ができない状況です。また、区だけで山笠を続け
ることが難しくなっているので、数年前から役場の
職員などにも手伝ってもらっています。
　人手不足の状況はなかなか変わりませんが、区以
外の人たちにも興味を持ってもらい、応援に来ても
らえるとうれしいです。
　ここまで続いてきた山笠
を途絶えさせないために、
今後のあり方を区のみんな
で考えながら、伝統をずっ
と守り続けていきたいと思
います。

　山笠は私にとって、単なる区の行事ではなく、祖
父や父も若いころから担いできたんだ、という歴史
を知る家族の大切な行事になっています。私は小学
３年生ごろから、子ども神輿や太鼓の叩き手として
参加し始め、高校生のころからは、区の大人たちに
教わりながら神輿作りも始めました。
　山笠は、唯一地区の全世代が集まる催しです。こ
の大切な居場所をこれからも守っていきたいです。ま

た、人手不足が問題となっ
ている中、持ちやすくした
り、軽くしたりすることも
できますが、守り続けてき
た今の形や作り方を変える
ことなく、子どもや孫の世
代にのこしていきたいです。

東黒山区
区長　田中正人さん

東黒山区
高崎善博さん

▲昭和 25 年の東黒山区青年会。現在
の同行「黒山会」の先輩や父の世代
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祭
り
な
ど
の
無
形
民
俗
文
化
財
は
、

仏
像
や
建
物
な
ど
の
形
あ
る
も
の
と
違

い
、
守
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
と
て
も

困
難
で
す
。
担
ぎ
手
不
足
と
い
う
課
題

を
解
消
し
、
山
笠
を
さ
ら
に
後
世
へ
と

引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の

枠
を
越
え
た
力
が
必
要
で
す
。
担
ぎ
手

が
い
な
け
れ
ば
、
山
笠
を
続
け
て
い
く

こ
れ
か
ら
先
も

伝
統
を
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に

来
年
は
同
じ
場
所
で

同
じ
空
気
をこ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
元
の
東
黒
山

区
だ
け
で
な
く
、
町
全
体
で
協
力
し
て

無
形
民
俗
文
化
財
を
守
っ
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
山
笠
を
知
ら
な
か
っ
た
人

は
、
ぜ
ひ
来
年
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
担
げ
な
く
て
も
、
地
元
の
人
た

ち
と
一
緒
に
練
り
歩
き
、
こ
の
町
に
住

む
み
ん
な
で
山
笠
を
次
の
世
代
、
ま
た

そ
の
次
の
世
代
へ
と
つ
な
い
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

　祖父が生きていたころ、山笠がある限り担ぎ手を
もてなしたいといつも話していたので、今は私たち
孫の世代でその思いを受け継いでいます。暑い中重
たい神輿を担いでいる男性や一緒に練り歩いている
子ども、地域の
皆さんが喜んで
くれるので、私
たちにとっても
毎年の楽しみに
なっています。

小野悦子さん
柴戸かおりさん（右）
　　涼佑さん（左）

①�神輿を担ぐ人はタオル必須！肩への負担を軽くしよう。
②�担がない人も一緒に練り歩いて盛り上がろう。
③�地元の人と交流しよう。昔の話を聞けるかも！？

楽しむポイント

休憩場所
地域の人たちが、飲み物やスイカなどを
準備して担ぎ手をもてなします。

特集 山笠を継ぐ
無形民俗文化財

ス
タ
ー
ト

ゴ
ー
ル

黒山三差路

岡
垣
町
消
防
団

第
4
分
団
車
庫495

286

芦
屋
↑

波
津
↓
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