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春の近江を彩る祭りには奇抜で華美なものが多い。平安末期から中
世にかけてはじまる美意識の系譜に連なるものだが、伝統と格式を誇
るものではない。様式を固定化させるのではなく、新たな趣向を凝らす
ところに個性が生まれる。祭りを自由に演出する伝統と近江の人と地
域性とは、どこかでつながりがあるのかもしれない

曳山と風流
春の祭りの民主主義
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近
江
の
春
は
、
私
に
は
祭
り
の
季
節
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
関
西
に
居
を
移

し
て
一
〇
年
以
上
た
つ
が
、
そ
れ
以
前
も
、

四
月
か
ら
五
月
の
連
休
前
後
は
た
び
た
び

近
江
に
足
を
運
び
、
方
ぼ
う
の
祭
り
を
見

物
し
て
い
た
。
さ
し
ず
め
、
四
月
中
旬
の

長
浜
の
曳
山
祭
り
あ
た
り
は
早
い
ほ
う
に

な
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
祭
り
は

湖
北
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
陽
が
傾
く
と

急
に
気
温
が
下
が
っ
て
き
て
、
の
ん
び
り

祭
り
見
物
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ

に
比
べ
て
、
四
月
末
か
ら
五
月
初
旬
の
連

休
の
頃
に
な
る
と
す
っ
か
り
陽
気
も
よ
く

な
り
、
と
く
に
晴
れ
た
り
す
る
と
、
祭
り

見
物
に
は
ほ
ん
と
う
に
い
い
季
節
と
な
る
。

　

実
際
の
祭
り
も
、
気
分
が
浮
き
立
つ
華

や
か
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
蒲
生
郡
竜

王
町
山
之
上
の
ケ
ン
ケ
ト
や
守
山
市
杉
江

町
の
サ
ン
ヤ
レ
な
ど
、
か
ぶ
り
物
や
衣
装

に
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
や
意
匠
を
凝
ら
し
た

踊
り
手
が
登
場
す
る
も
の
、
奴
振
り
で
有

名
な
甲
賀
市
油
日
の
油
日
祭
り
や
、
一
閑

張
り
の
鍋
釜
を
か
ぶ
っ
た
少
女
が
行
列
す

る
米
原
市
筑
摩
の
鍋
冠
祭
り
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
扮
装
の
人
び
と
に
よ
る
御ご
じ
ん
こ
う
神
幸
が

お
こ
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
長

浜
の
曳
山
祭
り
以
外
に
も
、
伊
香
郡
余
呉

町
の
茶
碗
祭
り
や
高
島
市
勝
野
の
大
溝
祭

り
な
ど
、
曳
山
が
賑
や
か
な
囃
子
と
と
も

に
巡
行
す
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
祭
り
の
踊
り
や
御
神
幸
行
列

や
曳
山
の
巡
行
に
は
共
通
し
て
見
ら
れ
る

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
風
流
」
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、「
ふ
う
り
ゅ
う
」
で
は
な
く

「
ふ
り
ゅ
う
」
と
読
む
。「
ふ
う
り
ゅ
う
」

と
い
う
と
粋
で
渋
い
趣
味
を
連
想
す
る
が
、

「
ふ
り
ゅ
う
」
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
。
そ
れ
は
、
色
彩
や
意
匠
や
動
作
や

音
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
奇
抜
で
派
手

で
華
美
な
趣
向
を
凝
ら
し
、
い
か
に
人
の

耳
目
を
集
め
る
か
、
見
物
人
を
驚
か
せ
る

か
を
第
一
と
す
る
美
意
識
で
、
平
安
末
か

ら
中
世
に
か
け
て
、
祭
り
に
お
い
て
大
い

に
流
行
し
た
。先
述
の
よ
う
な
、近
江
の
祭

笹さ
さ
は
ら原 
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。
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は
、
九

州
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地
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能
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伝
播
や

定
着
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

14

り
で
踊
り
手
や
行
列
の
人
び
と
が
奇
抜
な

扮
装
や
動
作
を
す
る
の
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

彫
り
物
や
幕
で
曳
山
を
飾
り
た
て
る
の
も
、

囃
子
を
賑
や
か
に
奏
で
る
の
も
、
い
ず
れ

も
平
安
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
風
流
の

美
意
識
の
系
譜
に
連
な
る
趣
向
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
近
江
の
春
の

祭
り
を
、
平
安
･
中
世
以
来
の
伝
統
と
格

式
を
誇
る
日
本
古
来
の
祭
り
と
い
っ
た
か

た
ち
で
イ
メ
ー
ジ
し
そ
う
に
な
る
が
、
必

ず
し
も
そ
れ
は
適
当
で
は
な
い
。「
伝
統
」

や
「
格
式
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
想
起
さ

れ
る
物
事
の
あ
り
よ
う
の
固
定
化
は
、
そ

も
そ
も
風
流
の
発
想
か
ら
は
も
っ
と
も
遠

い
。
中
世
の
風
流
の
祭
り
の
よ
う
す
を
見

て
み
る
と
、
人
び
と
は
そ
の
時
々
の
流
行

の
風
俗
や
音
曲
な
ど
を
貪
欲
に
取
り
入
れ

て
、
競
い
合
っ
て
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
た
。

さ
ら
に
は
、
再
び
同
じ
趣
向
を
お
こ
な
う

こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
一
回
性
が
、

風
流
の
も
っ
と
も
重
要
な
眼
目
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
実
際
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と

祭
り
の
風
流
は
名
ば
か
り
と
な
る
と
こ
ろ

が
増
え
、
趣
向
が
す
っ
か
り
固
定
化
し
て
、

そ
れ
が
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
場
合
も
多

い
。
そ
れ
で
も
、
風
流
の
美
意
識
や
精
神

が
感
じ
ら
れ
る
祭
り
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。や
は
り
近
江
の
春
の
祭
り
で
あ
る
、蒲

生
郡
日
野
町
の
馬
見
岡
綿
向
神
社
で
五
月

二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る

日
野
祭
り
は
そ
ん
な
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
。

　

三
日
の
本
祭
り
で
は
、
紋
付
き
羽
織
袴

姿
の
田
楽
座
の
人
び
と
に
守
ら
れ
た
神
子

に
先
導
さ
れ
て
、
三
基
の
御
輿
と
一
六
基

の
曳
山
が
神
社
か
ら
御
旅
所
に
巡
行
し
て

戻
る
。
曳
山
は
、
古
い
も
の
で
二
〇
〇
年
、

新
し
い
も
の
で
も
百
数
十
年
た
つ
と
さ
れ
、

見
事
な
飾
り
金
具
や
見
送
幕
で
飾
ら
れ
た

漆
塗
り
の
豪
華
な
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
で

も
目
を
引
く
が
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、

曳
山
の
屋
上
に
飾
ら
れ
た
作
り
物
で
あ
る
。

　

こ
の
作
り
物
は
「
ダ
シ
」
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
曳
山
を
出
す
町
内
の
人
び
と

が
毎
年
趣
向
を
考
え
て
作
る
。「
源
義
経
」

や
「
浦
島
太
郎
」
と
い
っ
た
昔
か
ら
あ
る

古
典
的
な
題
材
の
作
り
物
が
あ
る
一
方
、

そ
の
時
々
の
時
事
的
な
話
題
を
作
っ
て
の

せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
わ
た
し
が
以
前
見

に
行
っ
た
と
き
は
、
大
リ
ー
グ
の
ユ
ニ
フ

ォ
ー
ム
を
着
た
イ
チ
ロ
ー
が
の
っ
て
い
た

記
憶
が
あ
る
の
で
、
二
〇
〇
一
年
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
昨
年
久
し
ぶ
り
に
見
に
行

っ
た
ら
、
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人

公
の
篤
姫
が
の
っ
た
曳
山
が
複
数
あ
っ
た
。

ま
た
、
日
本
代
表
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
の

野
球
選
手
が
の
っ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

ブ
レ
イ
ク
し
た
タ
レ
ン
ト
や
芸
人
も
よ
く

の
る
題
材
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
作
り
物
に
は
、
人
び
と
が
、

祭
り
と
風
流

日
野
祭
り
の
曳
山

そ
の
時
々
に
何
に
対
し
て
興
味
関
心
を
抱

き
、
何
を
考
え
て
い
る
か
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
素
人
が
作
っ
た
も
の
な

の
で
、
技
術
的
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
し
、
選
ん
だ
題
材
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ス
テ
レ
オ
･
タ
イ
プ

で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
祭
り
で
は
、
作
り
物
の

趣
向
を
、
と
に
も
か
く
に
も
祭
り

に
関
わ
る
人
び
と
自
ら
が
毎
年
選

ん
で
自
由
に
更
新
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
う
い
う
や
り
方
は
、
祭

り
に
参
加
す
る
人
び
と
の
主
体
性

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ

る
種
の
民
主
主
義
で
あ
り
、
一
部

の
階
層
が
特
権
的
に
差
配
し
て
古

来
の
格
式
を
遵
守
し
て
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
堅
苦
し
い
祭
り
よ
り
も
、

よ
ほ
ど
好
ま
し
く
私
に
は
感
じ
ら

れ
る
。

＊

　

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
祭
り
の

あ
り
よ
う
も
、
決
し
て
手
放
し
で

礼
賛
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
で
お
こ
な

わ
れ
る
三
国
祭
り
は
巨
大
な
人
形
の
作
り

物
を
の
せ
た
曳
山
で
知
ら
れ
る
が
、
戦
時

中
の
祭
り
の
写
真
に
は
、
巨
大
な
兵
隊
の

作
り
物
を
の
せ
た
曳
山
の
姿
が
写
っ
て
い

た
。
民
主
主
義
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
堕
し

て
し
ま
う
の
は
、
祭
り
の
風
流
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

2008年の日野祭りには、北京オリンピ
ックの日本代表選手を励ます作り物が
選ばれた




