
幸若かわら版　第３１号　令和３年　７月　１日　　（１）

　

　

　

　　八郎九郎家復元　縮尺１／５０　㈱トッパーズ製作、費用約４００千円 　監修・山口顧問

例会は隔月（偶数月）第２金曜日です

   幸 若 か わ ら 版  
幸若舞の里づくり会
　　事務局　橋本守行
　　電話090-7746-8689

　第 ３１ 号
  令和　３年　７月　１日

八郎九郎家建築復元模型完成 

 
明
治
期
ま
で
西
田
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
宝
泉
寺
の
木
下
家
に
移
築
さ
れ
、
昭
和
四
六

年
解
体
さ
れ
た
旧
八
郎
九
郎
家
住
宅
は
、
長
い
間
そ
の
詳
細
は
不
明
で
し
た
が
、
平
成
三

〇
年
木
下
家
に
よ
り
平
面
図
が
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
（
平
成
三
一
年
一
月
幸
若
か
わ
ら
版

第
一
六
号
参
照
）
 

 
そ
の
後
、
本
会
で
は
、
そ
の
模
型
を
製
作
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
が
、
Ｆ
Ｂ

Ｃ
基
金
を
得
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
資
金
に
し
て
、
製
作
を
開
始
、
こ
の
ほ
ど
完
成
し

ま
し
た
。
 

 
幸
若
舞
の
舞
台
が
邸
宅
の
二
階
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
秘
芸
保
持
へ
の
配
慮
も
窺
え
ま

す
。
現
在
、
町
図
書
館
二
階
の
幸
若
資
料
室
に
展
示
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
各
種
イ
ベ

ン
ト
に
際
し
巡
回
展
示
を
考
え
て
い
ま
す
。
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福井新聞　令和３年６月１０日記事

　

幸若かわら版はe-とこ朝日ホームページにも掲載されています　https://asahi-area-c.net/

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー

 

 
 
 
 
 

山
崎
志
織
さ
ん
走
る

 

 
 

 
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
越
前
町
内
に
お
け
る
聖

火
リ
レ
ー
が
五
月
二
九
日
ホ
ッ
ケ
ー
場
か
ら
役
場

ま
で
の
コ
ー
ス
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

 
九
人
の
ラ
ン
ナ
ー
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
現
代

版
幸
若
舞
の
踊
り
手
で
も
あ
る
山
崎
志
織
さ
ん
が
、

沿
道
の
声
援
を
受
け
ま
し
た
。
 

越
前
・
西
尾
友
好
の
会

 

 
二
〇
周
年
記
念
講
演
会

 

  
み
だ
し
の
講
演
会
が
六
月
一
九
日
開
催
さ

れ
、
現
代
版
幸
若
舞
が
お
祝
い
出
演
、
新
曲

「
橋
本
左
内
」
を
披
露
し
ま
し
た
。
 

桃井雄三家文書調査結果発表 
               幸若舞歌謡集翻刻 

 
絶
え
て
し
ま
っ
た
幸
若
舞
で
あ
る
が
、
幸
若
三
家
の
子
孫
や

関
係
者
に
は
舞
曲
の
諸
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。
打
波
家
の
「
舞
の

本
」
や
毛
利
家
本
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
桃
井
雄
三
家

に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
内
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
も

と
も
と
幸
若
三
家
の
あ
い
だ
で
も
、
多
少
の
違
い
が
あ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
「
書
写
」
の
過
程
で
、
遺
漏
脱
落
や
付
け
加
え
が

あ
っ
た
の
か
、
残
さ
れ
た
諸
本
の
間
に
は
、
演
目
や
語
句
な
ど
に

も
違
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
 

 
桃
井
雄
三
家
に
残
さ
れ
た
文
書
は
平
成
三
〇
年
に
越
前
町
に

寄
贈
さ
れ
、
専
門
家
に
よ
り
調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
 

（
令
和
二
年
三
月
幸
若
か
わ
ら
版
第
二
三
号
参
照
）
今
回
、
静
岡

県
立
大
学
名
誉
教
授
・
須
田
悦
生
氏
に
よ
り
翻
刻
さ
れ
、
織
田

歴
史
文
化
館
研
究
紀
要
第
六
集
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
専
門
的
内
容
・
表
現
で
理
解
が
難
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
ご

興
味
の
あ
る
方
は
こ
の
研
究
紀
要
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
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幸若歴史愛好会は毎月第４かまたは最終金曜日開催です

 秋の研修旅行予告！    
 恒例の秋の研修旅行は、１０月１６日（土）に 

富山市の興国寺など桃井家ゆかりの寺院等を中 

心とした視察を予定しています。 

詳細は次号（第３２号）でご案内しますが、 

ご承知おきお願いします。 

                          富山市・興国寺 

幸若・歴史愛好会新発足 
                    参加者募集 

 
前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
山
口
顧
問
を
講
師
と
し
て
、
「
幸
若
舞
を

知
る
一
〇
〇
項
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
幸
若
講
座
は
終
了
し
ま
し
た
。
 

 
こ
の
七
月
か
ら
、
青
木
豊
昭
先
生
を
講
師
と
し
て
お
む
か
え
し
、
新
た
な
講
座
を
開

始
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
原
則
毎
月
第
四
金
曜
日
午
後
一
時
半
か
ら
、
町
図

書
館
二
Ｆ
幸
若
研
究
室
を
会
場
と
し
て
、
行
い
ま
す
。
 

 
講
座
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
別
記
の
よ
う
な
案
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
青
木
講

師
と
調
整
中
で
す
。
 

 
第
一
回
は
七
月
二
三
日
（
金
）
で
す
。
 

 
参
加
費
無
料
、
参
加
資
格
は
一
切
問
い
ま
せ
ん
。
お
問
い
合
わ
せ
は
藤
川
会
員
〇
九

〇
ー
二
一
二
七
ー
四
一
三
一
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

 
な
お
、
新
シ
リ
ー
ズ
か
ら
お
茶
の
用
意
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
お
茶
な
ど
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。
 

青木豊昭氏 プロフィール 

  元県立一乗谷朝倉氏資料館長 

  昭和１９年生まれ、 

    福井大学教育学部卒業  

  鯖江市川島町在住 

  鯖江高年大学講師  

  主な著書 

  ・越前若狭地域史の謎に挑む 平成１８年 

       文殊山信仰の歴史 

       神明神社の神牛引き雨乞い神事 

       戦国大名朝倉氏の菩提寺心月寺 

       石田荘についての新知見 ほか 

  ・継体王朝の謎 奪われた王権 平成７年 

検討中のテーマ（案） 

 ①朝倉氏と平泉寺白山と幸若舞の関連性 

 ②朝倉家と桃井直詮の関係 

    （直詮の妻は朝倉家の子女） 

 ③朝倉家は日本有数の繁栄した大名である。 

    （信長に敗れた） 

 ④一乗谷の暮らしはどのようなものであった  

  か。 

 ⑤幸若について地元住民はどう思っていたか。 

 ⑥古墳時代の暮らしはどうだったか。 

   Ｅｘ．家族・夫婦…… 

 ⑦朝日地区の条理から見て、早くから文化が  

  進んでいたと思われるが、その当時の県内 

  では、どの地方が開かれていたか。    

 ⑧日野川を挟んで、立待・吉江地区と朝日地 

  区との経済・歴史関係 石田橋 

 ⑨日野川・天王川舟運の実態 
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語り部の会は隔月（奇数月）第２金曜日です

須田悦生先生略歴 

 大阪外国語大学国文学専攻修士課程修了、県立静岡女子短期大学助教授、静岡文

化芸術大学教授を経て、静岡県立大学名誉教授。専門分野は日本中世文学日本芸能

史。主な著書等に「若狭猿楽の研究」（三弥井書店、１９９２年）がある。 

長老に聞く（その３）まつりのことなど 

     橋谷義孝さん 90歳 

 
夏
祭
り
に
は
、
一
本
足
の
下
駄
履
き

を
履
い
て
、
盆
踊
り
を
し
な
が
ら
各
部

落
を
歩
き
ま
し
た
。
昭
和
二
〇
年
か
ら

秋
祭
り
に
は
、
区
の
協
力
を
得
て
仮
装

行
列
も
行
い
ま
し
た
。
 

 
白
山
神
社
で
歌
舞
伎
も
し
ま
し
た
。

糸
生
の
松
村
自
転
車
屋
さ
ん
が
先
生
で
、

お
宮
さ
ん
の
境
内
の
中
で
、
青
年
団
の

主
催
で
歌
舞
伎
を
や
り
ま
し
た
。
な
か

な
か
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
す
。
十
数

年
は
続
い
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
や
っ

て
く
れ
る
人
が
少
な
か
っ
た
で
す
。
昔

は
女
性
も
協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
。
衣

裳
を
武
生
で
借
り
て
や
り
ま
し
た
。
勧

進
帳
な
ど
。
舞
台
は
や
ぐ
ら
を
組
ん
で
、

清
水
土
建
さ
ん
で
ド
ラ
ム
缶
を
借
り
て

板
を
敷
い
て
や
り
ま
し
た
。
ぼ
ん
ぼ
り

を
出
し
て
派
手
に
や
り
ま
し
た
。
川
の

そ
ば
で
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
花
火
、
打
ち
上

げ
花
火
も
し
ま
し
た
。
見
事
な
も
の
で

し
た
。
昭
和
二
〇
年
頃
は
町
の
活
性
化

の
為
に
、
町
が
祭
り
に
金
を
出
し
ま
し

た
。
ご
奉
仕
も
あ
り
ま
し
た
の
で
そ
れ

で
賄
い
ま
し
た
。
 

 
昭
和
の
初
め
ま
で
日
野
川
を
走
る
船

が
あ
り
ま
し
た
。
 

 
三
八
年
の
豪
雪
の
時
に
は
、
道
幅
も

狭
か
っ
た
の
で
み
ん
な
二
階
か
ら
出
入

り
し
ま
し
た
。
電
車
が
運
休
し
た
の
で

学
校
や
会
社
に
は
線
路
を
歩
い
て
行
き

ま
し
た
。
雪
の
捨
て
場
が
な
か
っ
た
の

で
天
王
川
に
ト
ラ
ッ
ク
で
捨
て
ま
し
た
。

昭
和
一
八
年
か
二
〇
年
だ
っ
た
か
白
山

神
社
の
木
が
倒
れ
ま
し
た
。
あ
ん
な
太
 

い
木
が
ひ
っ
く
り
か
え
る
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
 

 
か
じ
や
旅
館
は
昭
和
の
初
め
ま
で
に
や

め
て
い
ま
し
た
。
橋
本
工
場
の
関
係
で
、

テ
グ
ス
か
ら
メ
リ
ヤ
ス
に
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
は
官
庁
街
だ
っ
た
の
で
、
飲
み

屋
が
多
か
っ
た
で
す
。
酒
を
飲
ん
で
人
間

関
係
を
つ
く
り
ま
し
た
。
向
う
か
ら
い
く

と
、
荒
平
楼
、
朝
日
楼
、
酒
井
家
、
林
家
、

松
乃
家
な
ど
お
宮
さ
ん
の
会
合
の
あ
と
に

は
飲
み
に
行
き
ま
し
た
。
お
宮
さ
ん
で
飲

む
と
怒
ら
れ
ま
し
た
。
 

 
人
力
車
は
提
灯
や
さ
ん
の
森
谷
さ
ん
が

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
乗
る
人

が
居
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 
西
田
中
駅
が
で
き
た
と
き
に
通
り
も
で

き
ま
し
た
。
今
の
表
通
り
が
本
通
り
で
昔

は
も
う
少
し
狭
か
っ
た
で
す
。
徐
々
に
広

げ
て
県
と
揉
め
ま
し
た
。
狭
い
か
ら
雪
が

降
る
と
大
変
で
し
た
。
国
道
な
の
で
災
害

時
に
備
え
て
開
け
て
お
か
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
で
し
た
。
 

 
第
一
織
産
に
は
金
銭
面
で
甘
え
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
場
所
は
朝
日
東
中
学
校

の
跡
地
（
今
の
あ
さ
ひ
保
育
所
）
に
あ
り

ま
し
た
。
あ
ん
な
に
早
く
撤
退
す
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
は
や
っ
て
い
た
お

店
も
寂
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
市
に
行
き

ま
し
た
。
第
一
織
産
の
前
は
鯖
江
の
山
仙
、

東
洋
電
機
で
し
た
。
昭
和
一
六
年
頃
は
働

く
場
所
が
あ
っ
て
喜
び
ま
し
た
。
そ
れ
だ

け
の
場
所
を
用
意
す
る
の
は
地
主
の
関
係

で
大
変
で
し
た
。
 

 
昔
の
小
学
校
は
今
の
風
月
堂
さ
ん
の
後

 

ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
郡
役
所
の
土
地

で
し
た
。
森
谷
さ
ん
は
牛
を
飼
っ
て

い
ま
し
た
。
田
中
の
進
士
仁
右
衛
門

と
言
っ
た
ら
大
地
主
で
、
自
分
の
土

地
で
西
田
中
ま
で
来
ら
れ
た
と
云
わ

れ
て
い
ま
す
。
 

 
学
童
疎
開
は
、
龍
生
寺
と
朝
日
楼
、

東
洋
電
機
も
受
け
入
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
よ
う
か
。
 

 
西
田
中
の
名
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

柳
行
李
は
流
行
っ
て
い
て
、
父
も
兄

貴
ま
で
も
が
し
て
い
ま
し
た
。
糸
生

の
国
広
さ
ん
が
福
井
で
一
番
で
し
た
。

竹
内
モ
ー
タ
ー
ス
の
所
で
幅
広
く

や
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
一
〇
年
は

賑
や
か
で
し
た
。
国
広
さ
ん
は
藤
島

神
社
の
前
で
旅
館
を
し
て
い
ま
し
た
。
 

 
織
田
の
神
社
か
ら
は
三
〇
年
ご
と

に
お
神
輿
が
来
ま
す
。
家
の
家
紋
が

織
田
の
神
社
の
家
紋
で
す
。
何
故
か

分
か
ら
な
い
が
橋
谷
姓
は
み
ん
な
織

田
木
瓜
で
す
。
 

 
昔
か
ら
あ
る
西
田
中
の
姓
は
、
田

中
、
孝
久
、
三
谷
、
橋
谷
、
児
玉
、
田

島
、
西
川
で
す
。
 

 
青
年
団
は
い
つ
の
間
に
か
無
く
な

り
ま
し
た
。
昭
和
一
五
年
頃
風
月
堂

の
所
で
大
火
事
が
あ
り
ま
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
お
わ
り
）
 


