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開
催
日
時
／
毎
年
5
月
5
日

開
催
場
所
／
美
浜
町
早
瀬
日
吉
神
社
周
辺

北
きた

村
むら

　晋
すすむ

 さん
福井県美浜町
早瀬子供歌舞伎保存会 会長

敦賀美浜敦賀美浜敦賀美浜
海
産
物
や
農
機
具
の
行
商
で
栄
え
、

華
や
か
な
伝
統
芸
能
が
根
付
く

美
浜
町
早
瀬
の
子
供
歌
舞
伎
は
、
江
戸
時

代
か
ら
こ
の
地
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
地
方

芸
能
で
す
。
安
政
３
年
（
１
８
５
８
）、
同

地
区
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
多
数
の
死
者
が
出

ま
し
た
。
そ
の
際
、
地
区
の
住
職
が
「
こ
れ

は
神
仏
の
祟
り
で
あ
る
。

寺
社
に
子
供
歌
舞
伎
を
奉

納
せ
よ
」
と
の
託た

く

宣せ
ん

を
受

け
、
区
内
の
寺
社
に
子
供

歌
舞
伎
を
奉
納
し
た
と
こ

ろ
、
コ
レ
ラ
の
流
行
は
お

さ
ま
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

早
瀬
地
区
は
古
く
か
ら

廻
船
業
や
魚
介
類
の
仲
買

業
者
が
発
展
し
、
京
都
・

近
江
・
美
濃
・
尾
張
方
面
な
ど
外
部
と
活
発

な
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
地
区
で

改
良
さ
れ
た
農
機
具
（
千
歯
扱
き
）
を
全
国

に
行
商
し
、
多
く
の
財
を
な
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
財
力
を
背
景

に
、
早
瀬
地
区
で
は
周
辺
で
は
類
を
見
な
い

華
や
か
な
芸
能
が
根
付
き
、
伝
承
さ
れ
て
き

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

男
児
の
減
少
で
一
時
は
中
断
、

区
民
の
要
望
で
復
活

早
瀬
の
子
供
歌
舞
伎
は
毎
年
５
月
５
日
、

日
吉
神
社
例
大
祭
に
社
前
を
は
じ
め
と
す
る

区
内
各
地
巡
行
す
る
山や

車ま

の
舞
台
で
上
演
さ

れ
ま
す
。
役
者
と
な
る
の
は
小
学
２
年
生
か

ら
５
年
生
の
男
子
児
童
。
舞
台
型
の
山
車
が

曳
き
出
さ
れ
、
そ
の
上
で
演
目
「
寿

こ
と
ぶ
き
し
き式
三さ

ん

番ば

叟そ
う

」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
江
戸
期
か
ら
大

正
期
に
は
１
２
０
余
の
台
本
か
ら
時
代
・
世

話
・
艶
物
を
選
ん
で
芝
居
三
幕
も
同
時
に
上

演
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
に
入
っ
て
芝
居

は
二
幕
に
な
り
、
昭
和
42
年
頃
か
ら
は
少
子

化
の
影
響
も
あ
っ
て
演
目
は
「
寿
式
三
番

叟
」
の
み
に
。
昭
和
51
〜
55
年
に
は
男
児
の

減
少
と
費
用
負
担
の
大
き
さ
で
中
断
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
区
民
の
強
い
要
望

で
昭
和
56
年
に
復
活
。
平
成
９
年
に
は
早
瀬

子
供
歌
舞
伎
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
美
浜
町

が
無
形
文
化
財
に
指
定
す
る
な
ど
、
地
域
を

あ
げ
て
子
供
歌
舞
伎
の
伝
承
に
力
を
注
い
で

い
ま
す
。

平
成
27
年
か
ら
保
存
会
の
会
長
を
務
め
る

北
村
晋
さ
ん
も
、
自
身
が
小
学
生
だ
っ
た
昭

和
29
年
頃
、
舞
台
に
立
っ
た
思
い
出
が
あ
る

と
言
い
ま
す
。

「
当
時
は
京
都
出
身
の
役
者
さ
ん
が
早
瀬

に
移
り
住
み
、
子
供
歌
舞
伎
の
指
導
に
当

た
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
大
変
厳
し
い
指
導
を

さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
ね
」

現
在
は
保
存
会
の
若
手
２
名
が
指
導
に
あ

た
り
、
３
月
20
日
頃
か
ら
稽
古
を
開
始
。
ビ

デ
オ
を
見
な
が
ら
振
り
付
け
な
ど
の
練
習
を

行
い
、
本
番
に
臨
み
ま
す
。

映
画「
サ
ク
ラ
サ
ク
」
に
も
登
場
、

伝
承
へ
の
気
持
ち
を
新
た
に

平
成
26
年
、
早
瀬
子
供
歌
舞
伎
は
福
井
県

を
題
材
に
し
た
映
画
「
サ
ク
ラ
サ
ク
」
に
も

登
場
し
、
脚
光
を
集
め
ま
し
た
。

「
映
画
で
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
こ
と
で

区
民
の
結
束
が
強
ま
り
、
改
め
て
『
子
供
歌

舞
伎
を
絶
や
さ
ず
継
承
し
て
い
か
な
け
れ

ば
』、
と
い
う
思
い
が
強
ま
り
ま
し
た
」
と

北
村
会
長
。
子
供
か
ら
大
人
ま
で
が
気
持
ち

を
一
つ
に
し
、
伝
統
を
次
の
世
代
へ
と
受
け

継
い
で
い
く
。
早
瀬
子
供
歌
舞
伎
は
、
地
域

の
絆
を
育
む
行
事
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
地

区
の
人
々
の
手
で
守
り
続
け
ら
れ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

区
民
の
気
持
ち
を
つ
な
ぐ
、伝
統
芸
能

演目「寿式三番叟」の一幕。地元住民はもちろん、
県外からもカメラを持ったファンが訪れ、賑わ
いを見せます。

舞台が乗った山車は、保存会の
メンバーがすみずみまで磨き上
げ、本番に臨みます。
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