
敦
賀
の
歴
史
を
題
材
と
し
、�

四
季
の
唄
で
表
現

敦
賀
の
文
化
を
象
徴
す
る
芸
能
と
し
て
、

保
存
・
継
承
さ
れ
て
い
る
の
が
、長
唄「
四
季

の
敦
賀
」で
す
。
昭
和
７
年（
１
９
３
２
）、敦

賀
の
実
業
家
で
文
化
人
で
も
あ
っ
た
宇
野
泰

三
氏
が
作
詞
を
土
岐
善
麿
氏
、作
曲
を
町
田

嘉
章
氏
に
依
頼
し
て
制
作
。「
敦
賀
の
港
は

海
ふ
か
く
…
」か
ら
始
ま
る
唄
は
、春
は
花

換
ま
つ
り
、夏
は
松
原
海
岸
、秋
は
敦
賀
ま

つ
り
と
山
車
、冬
は
野
坂
山
と
水
戸
烈
士
を

題
材
に
、国
際
港
と
し
て
栄
え
た
敦
賀
の
歴

史
的
背
景
を
四
季
ご
と
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

夏
の
唄
は
、敦
賀
ま
つ
り
の「
民
謡
踊
り
の

ゆ
う
べ
」で
も
披
露
さ
れ
て
お
り
、聞
き
覚

え
が
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

「
四
季
の
敦
賀
は
曲
が
良
く
、歌
詞
も
き

れ
い
。
楽
曲
の
素
晴
ら
し
さ
を
若
い
人
た
ち

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
」と
話
す
の
は
、長

唄「
四
季
の
敦
賀
」保
存
会
で
演
奏
の
部�

代

表
を
務
め
る
杵
屋
勝
浩
矢（
き
ね
や�

か
つ
ひ

ろ
や
）さ
ん
。
３
歳
か
ら
日
本
舞
踊
を
た
し

な
み
、西
崎
流
師
範
と
し
て
活
動
す
る
傍
ら
、

長
唄
三
味
線�

杵
屋
勝
七
郎
に
師
事
し
杵
勝

会
に
も
所
属
。
同
じ
く
杵
勝
会
所
属
で
勝
七

郎
門
下
の
杵
屋
浩
波
美（
ひ
ろ
な
み
）さ
ん
と

と
も
に
、長
唄
の
指
導
・
普
及
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

何
度
も
途
絶
え
か
け
な
が
ら�

保
存
活
動
を
継
続

長
唄「
四
季
の
敦
賀
」が
、制
作
さ
れ
た
の

は
昭
和
７
年
。
翌
年
に
は
披
露
演
奏
会
が
行

わ
れ
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
で
も
全
国
放
送
さ

れ
ま
し
た
。

「
当
時
は
敦
賀
に
芸
者
さ
ん
が
い
た
頃
で
、

お
も
て
な
し
の
席
で
も
披
露
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
」と
勝
浩
矢
さ
ん
。
そ
の
後
、戦
争
な

ど
で
継
承
者
が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

昭
和
30
年（
１
９
５
５
）代
後
半
に
保
存
・
継

承
の
動
き
が
起
こ
り
、元
敦
賀
芸
妓
を
呼
び

寄
せ
て
譜
面
を
作
成
。
唄
や
鳴
り
物
だ
け
で

な
く
踊
り
を
主
体
と
し
て
上
演
や
祭
り
へ
の

奉
納
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和

61
年（
１
９
８
６
）に
は
、長
唄「
四
季
の
敦

賀
」が
保
存
会
を
結
成
。
敦
賀
市
制
50
周
年

の
祝
賀
会
で
披
露
す
る
な
ど
、盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
も
の
の
、勢
い
を
継
続
す
る
の
は

難
し
く
、い
つ
し
か
活
動
も
停
滞
し
て
い
き

ま
し
た
。

再
び
保
存
の
動
き
が
活
発
化
し
た
の
は
、

平
成
30
年（
２
０
１
８
）。
翌
年
、敦
賀
市
文

化
協
会
が
60
周
年
を
迎
え
る
の
を
契
機
に
、

敦
賀
市
の
伝
統
文
化
を
保
存
・
継
承
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
気
運
が
高
ま
り
、保
存
会
を

再
結
成
。
勝
浩
矢
さ
ん
や
浩
波

美
さ
ん
ら
が
中
心
と
な
り
、保

存
活
動
を
再
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
新
生
保
存
会
で
の
初
お

披
露
目
は
、敦
賀
市
文
化
協
会

の
60
周
年
記
念
祝
賀
会
。
そ
の

後
も
市
民
文
化
祭
や
文
化
芸

術
の
広
場
な
ど
、様
々
な
行
事

で
上
演
を
重
ね
て
い
ま
す
。

興
味
を
持
っ
た
人
や
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
て
い
き
た
い

現
在
、長
唄「
四
季
の
敦
賀
」保
存
会
の
メ

ン
バ
ー
は
、演
奏
の
部
が
12
名
、踊
り
の
部

が
12
名
。
毎
月
第
３
土
曜
日
に
西
公
民
館
に

集
ま
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
い
ろ
い
ろ
な
場
で
披
露
し
て
多
く
の
方

に
知
っ
て
い
た
だ
き
、興
味
を
も
っ
て
く
れ

る
人
が
い
た
ら
、伝
承
し
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
機
会
が
あ
れ
ば
子
ど
も
た
ち
に
も
教
え

て
い
き
た
い
で
す
」と
、勝
浩
矢
さ
ん
、浩
波

美
さ
ん
は
活
動
へ
の
思
い
を
膨
ら
ま
せ
て
い

ま
す
。

昭
和
に
誕
生
し
た
敦
賀
の
芸
能
文
化
。
時

を
超
え
て
令
和
の
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
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№ 137
長唄「四季の敦賀」保存会

演奏の部代表
杵屋勝浩矢さん

長唄「四季の敦賀」保存会
顧問

杵屋浩波美さん

長唄は歌舞伎の音楽として成立し、主に
江戸で発展してきた三味線音楽。その後、
歌舞伎から独立し、音楽として独自のジャ
ンルを確立しました。

笛・大鼓・小鼓・太鼓といった鳴り物の演奏
も長唄を盛り上げます。

令和３年（2021）に開催された市民文化祭 芸能の祭典
でのステージの様子。

⃝

こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
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勝
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「
四
季
の
敦
賀
」を
保
存
・
継
承

長
唄
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