
　
約
50
年
ぶ
り
に
蘇
っ
た
踊
屋
台
は
、
高

さ
4.5
メ
ー
ト
ル
、
幅
3.5
メ
ー
ト
ル
、
奥
行

き
3.6
メ
ー
ト
ル
の
二
階
建
て
。
総
ケ
ヤ
キ

造
り
で
、
社
寺
仏
閣
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
唐
破
風
に
は
、
金
箔
を

使
っ
た
龍
や
鳳
凰
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
地
元
の
宮
大
工
、
八
木
澤
規
矩
夫

さ
ん
が
一
年
余
り
の
歳
月
を
か
け
た
大
型

の
踊
屋
台
が
完
成
し
た
の
は
昭
和
31
年
の

こ
と
。
そ
れ
か
ら
10
年
ほ
ど
活
躍
し
た

後
、
子
ど
も
た
ち
の
減
少
な
ど
に
よ
っ
て

引
退
。
そ
の
後
、
現
在
ま
で
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
復
活
の
き
っ
か
け
は
、「
元
気
な
ふ
る

さ
と
福
島
を
つ
く
る
た
め
に
活
用
で
き
な

い
か
」
と
い
う
所
有
者
か
ら
の
相
談
で
し

た
。
子
ど
も
の
頃
、
祭
り
で
踊
屋
台
に
親

し
ん
だ
髙
倉
さ
ん
は
「
大
切
に
保
管
さ
れ

て
い
た
踊
屋
台
を
見
た
と
き
は
、
当
時
の

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
胸
が
熱
く
な
り
ま

し
た
。
同
時
に
こ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
が

屋
台
を
引
き
回
す
姿
、
そ
れ
を
眺
め
て
元

気
を
も
ら
う
お
年
寄
り
の
姿
が
浮
か
び
ま

し
た
」
と
話
し
ま
す
。

　
平
成
24
年
か
ら
関
係
者
で
検
討
を
重
ね

翌
年
３
月
、
市
民
有
志
で
保
存
・
活
用
の

た
め
の
準
備
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
屋
台
の
現
状
調
査
や
、
他
県
の
屋
台

保
管
施
設
の
見
学
や
修
復
の
依
頼
な
ど
、

復
活
に
向
け
て
の
準
備
が
始
ま
り
ま
し

た
。
長
く
保
存
・
管
理
し
て
い
く
た
め
に

は
新
た
な
組
織
が
必
要
と
、
平
成
26
年
に

は
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設

立
。「
こ
の
く
ら
い
残
せ
な
い
で

ど
う
す
る
‼
福
島
」
を
合
言
葉

に
、
ま
ず
は
屋
台
を
蘇
ら
せ
る
こ

と
を
目
標
に
尽
力
し
て
き
ま
し

た
。

　
「
市
内
で
唯
一
現
存
し
て
い
る

踊
屋
台
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
修

復
し
、
街
な
か
を
巡
行
す
る
な
ど

活
用
を
図
り
、
そ
し
て
将
来
に
伝

承
す
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
費

用
が
か
か
り
ま
す
。
大
事
な
の

は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
一
緒
に

こ
の
踊
屋
台
を
未
来
へ
継
承
し
て

い
く
心
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　　
さ
ら
に
伝
承
会
で
は
、
祭
り
の
意
味
や

魅
力
を
伝
え
る
役
目
も
担
お
う
と
記
念
巡

行
に
先
駆
け
記
念
講
演
も
開
催
。
講
師
の

懸
田
弘
訓
さ
ん
（
福
島
市
文
化
財
保
護
審

議
会
長
）
が
語
る
祭
り
の
起
源
、
子
ど
も

が
屋
台
で
踊
る
意
味
は
、
実
に
興
味
深
い

も
の
で
し
た
。
屋
台
の
飾
り
物
の
一
つ
山

鉾
は
、
亡
く
な
っ
た
方
々
の
御
霊
の
依
り

代
。
囃
子
を
に
ぎ
や
か
に
す
る
ほ
ど
御
霊

が
依
り
付
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
そ

う
。「
慰
め
て
鎮
め
て
帰
っ
て
い
た
だ
き

平
癒
を
祈
る
の
が
祭
り
の
原
点
。
そ
の

昔
、
７
歳
ま
で
は
神
の
子
と
言
わ
れ
て
い

た
子
ど
も
も
依
り
代
で
し
た
。
舞
う
こ
と

で
御
霊
を
鎮
め
平
穏
を
祈
る
の
が
踊
屋
台

だ
っ
た
ん
で
す
ね
」
と
い
う
懸
田
さ
ん
の

講
演
に
、
髙
倉
さ
ん
を
は
じ
め
伝
承
会
の

皆
さ
ん
も
、
あ
ら
た
め
て
踊
屋
台
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
た
そ
う
で
す
。

　
伝
承
会
で
は
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
達

に
活
用
し
て
も
ら
い
、
街
の
活
性
化
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

「
自
分
の
町
に
誇
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
が
た
く
さ
ん
あ
れ

ば
、
市
外
に
出
た
と
し
て
も
折
り
に
触
れ

て
帰
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
」
と
髙
倉
さ
ん
。

　
踊
屋
台
は
、
伝
承
会
が
管
理
す
る
の
で

オ
ー
ル
福
島
で
関
わ
れ
ま
す
。「
地
縁
、

血
縁
不
問
。
祭
り
好
き
が
集
ま
っ
て
一
緒

に
取
り
組
め
る
と
こ
ろ
が
魅
力
で
す
。

記
念
巡
行
の
時
も
約
１
０
０
人
の
子
ど
も

た
ち
が
引
く
踊
屋
台
は
元
気
な
掛
け
声
と

笑
顔
で
あ
ふ
れ
、
見
守
る
沿
道
の
皆
さ
ん

も
笑
顔
で
応
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ

踊
屋
台
が
持
っ
て
い
る
力
で
す
よ
ね
」
と

さ
ら
に
髙
倉
さ
ん
は
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
た
く
さ
ん
の
奇
跡
を
集
め
て
受
け
継
が

れ
る
踊
屋
台
に
は
力
が
宿
り
ま
す
。
そ
の

パ
ワ
ー
が
復
興
へ
の
力
に
な
り
ま
す
。

　
踊
屋
台
の
修
復
作
業
を

担
っ
た
の
は
、
福
島
市
内
の

工
匠
店
「
八
木
沢
」
で
す
。

七
代
目
社
長
、
八
木
澤
純
子

さ
ん
は
「
50
年
前
に
曾
祖

父
、
祖
父
、
父
と
三
代
で
関

わ
っ
た
踊
屋
台
に
関
わ
れ
る

私
は
幸
せ
者
で
す
」
と
話
し

ま
す
。
八
木
澤
さ
ん
が
踊
屋

台
を
初
め
て
見
た
の
は
、
今

か
ら
９
年
前
。
「
子
ど
も
の

頃
か
ら
父
に
『
す
ご
い
の
が

あ
る
ん
だ
』
と
聞
か
さ
れ
て

い
た
私
に
と
っ
て
は
伝
説
の

屋
台
で
し
た
。
大
店
の
旦
那

衆
か
ら
福
島
一
の
屋
台
に
し

て
ほ
し
い
と
お
願
い
さ
れ
て

設
計
図
よ
り
大
き
い
屋
台
に

し
た
事
や
、
ほ
ぼ
ケ
ヤ
キ
を

使
い
、
曲
り
や
反
り
を
な
く

す
た
め
に
苦
労
し
た
事
。
ま

た
、
曾
祖
父
が
描
い
た
虎

や
龍
の
下
絵
が
あ
ま
り
に
見
事
で
彫
刻
の

発
注
先
か
ら
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
事
な

ど
、
一
目
見
て
父
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た

全
て
の
事
が
腑
に
落
ち
ま
し
た
」。
踊
屋

台
は
、
日
本
の
高
度
成
長
を
背
景
に
、
木

材
選
び
の
目
利
き
と
匠
の
技
、
そ
し
て
大

店
の
旦
那
さ
ま
た
ち
と
巡
り
合
っ
た
ご
縁

が
あ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　
　

　
修
復
は
、
昨
年
９
月
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
完
成
後
50
年
以
上
も
経
過
し
て
お
り

巡
行
で
き
る
よ
う
に
修
復
す
る
作
業
は
大

変
で
し
た
。
車
輪
が
傷
ん
で
い
た
ら
動
か

せ
な
い
の
で
修
理
は
で
き
な
い
と
思
っ
て

い
た
そ
う
で
す
が
杞
憂
で
し
た
。「
作
業
を

始
め
る
前
に
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
の

は
、
完
成
か
ら
50
年
の
時
を
経
た
今
の
雰

囲
気
を
壊
さ
な
い
よ
う
な
修
復
で
し
た
。

細
部
ま
で
手
を
掛
け
て
し
ま
う
と
、
時
の

移
ろ
い
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
」。
一
番
手
が
掛
か
っ
た
の
が
※
１ケ
レ

ン
作
業
で
し
た
。
塗
装
の
良
し
悪
し
や
仕

上
が
り
の
美
し
さ
を
左
右
す
る
大
事
な
作

業
な
の
で
仮
小
屋
の
中
で
ひ
た
す
ら
続
け

た
そ
う
で
す
。「
塗
り
は
、
※
２カ
シ
ュ
ー
。
２

度
塗
り
し
て
仕
上
げ
ま
し
た
」。
親
子
四

代
で
つ
な
い
だ
思
い
と
職
人
魂
が
、
踊
屋

台
の
復
活
に
結
び
付
き
ま
し
た
。

人々の思いがつなぐ重厚華麗な「踊屋台」50年ぶりに復活！特集

特定非営利活動法人
福島踊屋台伝承会 理事

髙倉 秀一さん
た かくら しゅういち

特集

　修復作業を終え半世紀ぶりに蘇った福島市唯一の「踊屋台」が、平成26年11月24日、晩秋の
福島市街地を記念巡行しました。「ヤーレ、ヤレヤレ」の元気な掛け声とともに引き手を務めたのは、
公募で集まった市内の小学校22校の児童約100人です。踊屋台一階のお囃子舞台には、小太鼓
と大太鼓を乗せ、子どもたちがお囃子を奏で、二階の踊舞台では、伝統文化の継承に取り組ん
でいる「伝統文化みらい協会」の子どもたちが大人顔負けの舞を披露しました。
　貴重な文化財を譲り受け、地域振興と復興のシンボルとして保存し、活用して行こうと市民有志
が立ち上げた特定非営利活動法人福島踊屋台伝承会（以下、伝承会）の理事、髙倉秀一さんに
復活に込めた願い、秘話などを伺いました。

人
々
の
思
い
が
つ
な
ぐ

重
厚
華
麗
な「
踊
屋
台
」

 50
年
ぶ
り
に
復
活
！

お
ど
り

や

た
い

総
ケ
ヤ
キ
造
り
。金
箔
を
使
っ
た

彫
刻
な
ど
重
厚
華
麗
な
踊
屋
台

「
こ
の
く
ら
い
残
せ
な
い
で

ど
う
す
る
！！
福
島
」を

合
言
葉
に
市
民
有
志
が
尽
力

はやし

※
か
ら
は
ふ

き

く

お

みす
◀１階が鼓を乗せるお囃子の舞台。２階は踊舞台。
　三方に竹の御簾が付いている

▲踊屋台は昭和30年代前半から40年代前半にかけて市内を巡行

記念巡行で披露された大人顔負けの舞 ▲お囃子を奏でる子どもたち

※

唐
破
風…

中
央
は
弓
形
で
左
右
両
端

が
反
り
か
え
っ
た
破
風

（
屋
根
に
施
さ
れ
た
装
飾
）。
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