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特集　未来へつなぐ文化と伝統

東近江らしさを
　わたしたちの宝物に

①

⑤ ④

③ ②

　

近
年
は
、
社
会
や
生
活
様
式
の
変
化
が
著
し

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た

特
色
あ
る
文
化
も
、
そ
の
継
承
が
難
し
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
伝
統
文
化
は
、
地
域
に
誇
り
と
愛

着
を
も
た
ら
し
、地
域
共
同
体
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

の
構
築
に
占
め
る
役
割
は
大
き
く
、
個
人
に
と
っ

て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。

　
次
の
世
代
に
伝
え
残
し
て
い
く
た
め
の
取
り

組
み
を
通
し
て
、
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
こ
と

の
大
切
さ
や
意
味
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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〝
文
化
〞
っ
て
な
ん
だ
ろ
う

　

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い

ら
れ
る
〝
文
化
〞
と
い
う
言

葉
。
そ
の
中
に
は
、
私
た
ち

の
生
活
に
密
着
し
た
文
化
も

多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、

地
域
の
歴
史
・
風
土
・
産
業

な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て
、
そ

こ
に
暮
ら
す
人
々
が
何
十

年
、
何
百
年
も
か
け
て
つ
く

り
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
文
化
も
受

け
継
が
れ
る
こ
と
が
な
く

な
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
々
の

記
憶
は
薄
れ
、
元
に
戻
す
こ

と
は
困
難
と
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
生
み
出
す
以
上
の

行
事
。
一
方
で
、
近
年
で
は
こ
れ
ら

の
行
事
に
参
加
す
る
人
が
少
な
く
な

り
、
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
厳
し
い
状
況
の
も
と
で

も
、
そ
れ
ら
に
取
り
組
む
過
程
こ
そ

が
、
地
域
内
で
の
人
々
の
つ
な
が
り

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

特
に
子
ど
も
や
青
少
年
に
と
っ
て

は
、
家
庭
や
学
校
と
は
違
う
、
年
齢

や
立
場
を
超
え
た
集
団
の
中
で
、
社

会
性
や
自
発
性
、
公
共
心
を
は
ぐ
く

む
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
地
域
の
人
々
が
協
力
し

て
取
り
組
む
行
事
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
は
、
私

た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
安

心
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

◆文化財・社寺
　本市には、重要文化財や有形・
無形の文化財に指定・登録され
ているものが多くあります。こ
れらを次の世代へ引き継ぐため
に、地域ぐるみで保存と継承に
取り組まれています。

◆生活・行事
　私たちが当たり前のように接
している衣・食・住には、ほかの
地域では見ることができないも
のも多くあります。また、国や県
から選択無形民俗文化財に指定
されている行事もあります。

◆伝説・いわれ
　脈々と受け継がれる歴史の中
で、本市には多くの伝説やいわ
れがあり、特に聖徳太子に関わ
る伝説は各地に言い伝えられて
います。一方では子どもたちへ
の躾

しつけ

、戒
いまし

めに使われた、「ガオが
来るぞ」などの伝説もあります。

生活に溶け込む
　　　　　文化と伝統

伝統の継承は未来への種まき

　尻無町、大森町で毎年
４月に行われている最上
踊りは、300年以上の歴
史をもつ貴重な郷土芸能。
江戸時代、山形城主であっ
た最上家が蒲生郡下大森
村（現在の大森町）に移

され、領地も減らされましたが、その後幕府の
重職に就いたことを祝って地元領民が「おいせ
おどり」を踊ったことが、最上踊りの始まりと
いわれています。
　現在は五穀豊穣、町内安全を祈願していま
す。かがり火のもと、扇子を手にゆったりと踊
る光景はとても幻想的です。平成17年には山
形県の山形城址で、また今年は本市で開催さ
れた全国伝統的建造物群保存地区協議会総会
で踊りを披露しました。
　尻無町では小学３年生以上の男子が踊りま
す。子どものころから伝承することで、地域の
文化や伝統を次の世代に引き継ぐとともに、さ
まざまな地域活動の原動力になるのだと思い

ます。
　６年生にも
なると本当に
上手に踊ってく
れます。子ど
もたちの成長
を見ることが、
私たち年長者
の何よりの喜
びですね。

武
たけひさ

久泰
たいすけ

祐さん

八日市最上踊り保存会
副会長

手
間
と
労
力
を
か
け
な
け
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
文
化
を
後
世
へ
伝
え
て
い
く

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

【
伝
統
行
事
】

守
り
育
て
て
、
人
も
つ
な
が
る

　

地
域
に
根
付
い
た
、
数
々
の
伝
統▲宵宮での最上踊り（尻無町）

①西市辺裸まつり（市辺町）地上３メートルの梁
はり

にくくりつけ
たマユ玉を奪い合い、五

ごこくほうじょう

穀豊穣と厄除け祈願を行う祭り。
②ケンケト祭り（帯掛祭）（蒲生岡本町）国の選択無形民俗
文化財に選択されている。子どもたちが紺の半

はんてん

纏に黒帯を締
め、手甲・脚

きゃはん

絆をして長刀によるケンケト（長刀振り）を奉納。
③ドケ踊り（北菩提寺町）中世の風流踊を伝える貴重な芸能。
押立神社の春の例大祭に奉納される。近年は伝承活動の一
つとして節分祭でも奉納。
④まんどう（市原野町）お盆の送り火・迎え火として行われる。
直径1.5メートル程の「上がり松明」のほか大小の松

たいまつ

明に点火
し、うちわであおぎ燃え尽きるまで続けられる。
⑤伊庭の坂下し祭（伊庭町）毎年５月４日に行われ、近江の
奇祭の一つに数えられる。繖山の山腹から三基の神

み こ し

輿を降
ろす神事。
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【
食
文
化
】

郷
土
料
理
は
、
食
文
化
を
写
す
鏡

　

昔
の
食
卓
に
は
、
旬
の
食
材
を
使

い
、
季
節
に
あ
っ
た
献
立
が
並
ん
で

い
ま
し
た
。

　

そ
の
土
地
の
気
候
や
風
土
か
ら
生

ま
れ
育
っ
た
食
文
化
は
、
現
代
生
活

に
お
い
て
も
理
に
か
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
地
域
に
根
付
く
文
化

そ
の
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
生
活
が
豊
か
に
な
り
、

価
値
観
の
多
様
化
や
外
食
が
増
え
た

こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
の
食
文
化
も
受

け
継
が
れ
に
く
く
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
、
日
本
型
食
生
活
の
良

さ
を
今
一
度
見
直
し
、
伝
統
食
や
行

事
食
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
真

に
豊
か
な
食
文
化
の
創
造
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

【
生
活
文
化
】

電
気
の
な
い
時
代
の
暮
ら
し
は
、

　
　
　

今
に
通
用
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー

　

電
化
製
品
の
普
及
に
と
も
な
い
、

昔
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
道
具
は
、
私

た
ち
の
周
り
か
ら
消
え
て
い
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
電
気
の
な
か
っ
た
こ

ろ
の
暮
ら
し
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の

生
活
の
知
恵
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
お
講
箱
」（
写
真
①
）。

地
域
で
の
講
な
ど
の
集
ま
り
に
は
、

ご
飯
と
漬
物
は
持
参
し
ま
し
た
。

　

現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
マ
イ

カ
ッ
プ
」「
マ
イ
箸
」
の
考
え
は
、

昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

　東近江ハンドシェーク協議会では、
豊かな自然を利用したエコ体験や農家
レストランの構想、農家民宿の普及活
動などを行っています。東近江市で学
び、食べ、やすらいでもらえるように取
り組み、地元の資源を活用することで、
地域が元気になってほしいと考えてい
ます。
　そのなかで、近年あまり作られなく
なってきた地元の食文化を発掘しようと

“東近江じまん「家庭料理大集合」”を開催。昔から受け継が
れてきた料理は、地域の特産物や季節の野菜を生かしたものな
ど、暮らしの知恵がつまっています。
　過去４回実施し、季節ごとのレシピ集ができました。このレ
シピが、家庭で郷土料理を作るきっかけとなったり、地元の食
材を使った農家レストランなどに活用すること
で、次の世代にふるさとの味を伝えたいですね。

◆第５回東近江じまん「家庭料理大集合！」
　～今度は “おせち” が大集合！～
　今回は、おせち料理や親戚などが集まる時
の大皿料理がテーマです。我が家じまんの料理が勢
ぞろいします。詳しくはお問い合わせください。
12月11日㈰９:30～14:00 
あいとうマーガレットステーション

　一般（試食のみ）＝ 先着50人（事前予約可）
　 大人500円、小人200円、幼児無料
★出品者募集中！
　 市内在住者（先着50品）　 12月７日㈬まで

東近江ハンドシェーク協議会（担当：清水）
☎ 0749-46-8100　℻  0749-46-8288

増
ます だ

田隆
たかし

さん
東近江ハンドシェーク協議会
会長

食の交流で世代のつながりを

▲写真② 川戸（近江商人屋敷 外村宇兵衛邸）
　川の水を引き込んだ洗い場、鯉が行き来する。

▲「家庭料理大集合」で
　出品された冬の味覚
　（上）柿なま酢
　（下）エビだいこん

▲

写
真
① 「
お
講
箱
」（
能
登
川
博
物
館
所
蔵
）

　

ま
た
、
玄
関
の
門
を
入
っ
て
す
ぐ

に
あ
る
、
川
の
水
を
取
り
入
れ
た
水

屋
は「
川か

わ
と戸
」（
写
真
②
）と
呼
ば
れ
、

食
器
を
洗
う
と
落
ち
る
ご
飯
の
残
り

を
鯉
な
ど
が
食
べ
る
こ
と
で
、
え
さ

と
し
て
残
り
も
の
が
再

利
用
さ
れ
、
川
の
水
質

も
守
る
合
理
的
な
仕
組

み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昔
の
生
活
文
化
に
は
、

今
も
通
用
す
る
エ
コ
ロ

ジ
ー
の
種
が
た
く
さ
ん

詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
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【
地
域
文
化
】

お
互
い
さ
ま
の
、
地
域
の
助
け
合
い

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
諸
外
国
か

ら
「
未
曾
有
の
困
難
の
中
で
も
社
会

の
秩
序
が
よ
く
保
た
れ
て
い
る
」と
、

日
本
人
の
マ
ナ
ー
へ
の
称
賛
の
言
葉

が
多
く
上
が
り
ま
し
た
。

　

互
い
に
助
け
合
い
、
苦
難
を
乗
り

越
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
日
本

文
化
の
も
つ
品
格
と
価
値
と
い
え
ま

す
。
近
年
で
は
、〝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
〞

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
、

共
に
助
け
合
う
「
相
互
扶
助
」
の
考

え
方
に
よ
る
も
の
で
す
。

【
有
形
文
化
】

失
え
ば
二
度
と
戻
ら
な
い
、

町
並
み
や
景
観
、
文
化
財

　

現
代
的
な
暮
ら
し
と
昔
か
ら
の
伝

統
を
守
る
こ
と
の
共
存
は
決
し
て
簡

単
で
は
な
く
、
相
当
な
努
力
を
必
要

と
し
ま
す
。
無
形
の
伝
統
文
化
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
た
ち
は
形
あ
る

も
の
を
次
世
代
に
残
す
こ
と
に
も
取

り
組
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

人
の
命
よ
り
長
い
年
月
を
経
た
こ

れ
ら
の
文
化
財
は
、
二
つ
と
な
い
存

在
で
あ
り
、
失
っ
た
り
、
壊
し
て
し

ま
え
ば
二
度
と
戻
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
い
く
ら
優
れ
た
も

の
を
他
所
か
ら
持
っ
て
き
た
と
し
て

も
、
私
た
ち
の
も
の
に
は
成
り
え
な

い
か
ら
で
す
。

　

町
並
み
や
景
観
、
文
化
財
を
守
る

こ
と
は
、
私
た
ち
そ
の
も
の
を
守
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
私
た
ち
の
先
祖
が
そ
う
し
て

き
た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
未
来
に
守

り
伝
え
て
い
く
使
命
が
あ
り
ま
す
。

息
づ
く
文
化
を

　
　

私
た
ち
の
〝
た
か
ら
も
の
〞
に

　

地
域
に
根
付
く
文
化
は
、〝
東
近

江
ら
し
さ
〞、す
な
わ
ち〝
私
ら
し
さ
〞

で
あ
り
、
文
化
を
継
承
す
る
と
い
う

こ
と
は
、こ
れ
ら
の〝
ら
し
さ
〞を〝
た

か
ら
も
の
〞
と
し
て
守
り
育
て
る
営

み
だ
と
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
に
よ
っ

て
培
わ
れ
る
絆
は
、
私
た
ち
の
ま
ち

づ
く
り
の
基
盤
と
も
な
る
の
で
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ん
と
行
政
が
と
も

に
手
を
携
え
な
が
ら
、
地
域
に
受
け

継
が
れ
て
き
た
〝
た
か
ら
も
の
〞
の

持
つ
本
来
の
力
を
発
揮
さ
せ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

文
化
財
課
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西
にしむら

村實
みのる

さん

特定非営利活動法人
金堂まちなみ保存会
理事長

まちを愛する人の集まりです

　金堂まちなみ保存会は、重要
伝統的建造物群保存地区※

１に選
定された歴史と文化と伝統ある
五個荘金堂町を愛する人の集ま
りです。 歴史的環境保全につい
ての認識を深めて地域に根ざし
たまちなみの保存や伝承にかか
る事業を行っています。
　活動の拠点は、生きがいの場、
学びの場、おもてなしの場とし
て平成20年11月に開館した「金堂まちなみ保存交流
館」です。地域の人が集まるサロンとして、建物の新築・
改築などの相談窓口として活用しています。素晴らし
い景観を守りつつ、現代のライフスタイルに合った住
みやすいまちづくりをめざしています。

※ 1 平成10 年
12月に五個荘金
堂町が、重要伝
統的建造物群保
存地区に選定
※２ 今年５月に
開催された伝統
的建造物群保存
地区協議会研修
会で説明する西
村理事長

▲地域の交流やおもてなしの拠点と
　なっている金堂まちなみ保存交流館

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用
　　　　　　　   ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝IP電話

▲地域みんなで助け合う除雪作業

※
２


