
おお 　ふね  　ほこ

40人ほどの曳手が全体重をかけて綱を引
いていく

20分割されたパーツの1つ

山鉾巡行の妨げとなるため信号の向きを
90度変える

銅板を貼る前に防水処理
を施す 音頭取のかけ声が京都の町に活気をもたらす

一文字葺きで葺かれた大船鉾の銅板屋根

オール銅製鉾のミニチュア（上）、彫金に
よる絵付け（下）

121点もの懸装品が2007年に有形民俗文化財に指定された

エンヤラヤー、音頭取のかけ声が力強く町中に響き渡る。ここは、京都の祇園祭。6万人を超える観衆が昨年約150年ぶりに

復興を遂げた「大船鉾」に熱い視線を注ぐ。全長7.5m、高さ6.3m、重さ12トン。迫力ある外観に思わず息をのむ。祇園囃子
の音を従えて、長い眠りから覚めた大船鉾がゆっくり、ゆっくりと姿を現した。

　3
度
焼
失
し
た
悲
運
の
山
鉾

   「
大
船
鉾
」

　
日
本
三
大
祭
と
称
さ
れ
る
祇
園
祭
は
、

平
安
時
代
前
期
か
ら
1
1
0
0
年
以
上

続
く
八
坂
神
社
の
お
祭
り
で
あ
る
。毎
年

7
月
に
約
1
か
月
行
わ
れ
、様
々
な
行
事
が

市
内
各
所
で
行
わ
れ
る
。そ
の
な
か
で

も
、ひ
と
き
わ
注
目
を
集
め
る
の
が

「
山
鉾
巡
行
」で
あ
る
。山
鉾
と
は
、江
戸

時
代
か
ら
伝
わ
る
飾
り「
懸
装
品
」で
彩

ら
れ
た
山
車
の
こ
と
だ
。山
鉾
巡
行
は

「
前
祭
」と「
後
祭
」の
2
日
間
に
分
か

れ
行
わ
れ
、各
町
に
伝
わ
る
32
基
も
の

山
鉾
が
四
条
通
か
ら
河
原
町
通
を
練
り

歩
く
。そ
の
山
鉾
の
な
か
で
も
、後
祭
の
最

後
尾「
し
ん
が
り
」を
務
め
る
の
が
大
船

鉾
で
あ
る
。祇
園
祭
山
鉾
巡
行
の
大
ト
リ

を
飾
る
重
要
な
山
鉾
だ
。

　
こ
の
大
船
鉾
は
、こ
れ
ま
で
3
度
も
焼

失
し
た
悲
運
の
山
鉾
で
あ
る
。建
立
さ
れ

た
の
は
室
町
時
代
の
1
4
1
1
年
。そ
の

56
年
後
、1
4
6
7
年
応
仁
の
乱
で
焼
失
し
、1
7
8
8
年
の

天
明
の
大
火
で
も
焼
失
し
た
。そ
の
た
び
に
町
衆
に
よ
っ
て
復
興

さ
れ
て
き
た
。そ
し
て
、最
後
に
焼
失
し
た
の
が
1
8
6
4
年
幕

末
の「
蛤
御
門
の
変
」で
あ
る
。蛤
御
門
の
変
と
は
長
州
藩
が
京
都

で
の
地
位
を
奪
還
す
る
た
め
、幕
府
に
戦
い
を
挑
ん
だ
事
件
の

こ
と
で
、激
し
い
戦
い
の
な
か
で
大
船
鉾
の
船
体
や
車
輪
、竜
頭
の

飾
り
な
ど
が
焼
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

　復
興
の
機
運
を
高
め
た
町
衆
の
熱
意

　
そ
れ
か
ら
約
1
5
0
年
間
、祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
は
大
ト
リ

不
在
の
ま
ま
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。大
船
鉾
は
な
ぜ
今
、復
興

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

　
復
興
に
向
け
て
大
き
な
足
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、2
0
0
9
年

に
山
鉾
行
事
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
だ
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、京
都
市
の
無
形
文
化
遺
産
の
メ
イ
ン
展
示
と
し
て
、

大
船
鉾
の
レ
プ
リ
カ
を
作
る
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。こ
れ
に

対
し
市
民
は「
レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
本
物
を
！
」と
強
く
要
望
し
た
。

大
船
鉾
は
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
復
興
へ
と
動
き
出
し
た
の

で
あ
る
。

　
復
興
に
は
数
億
円
を
超
え
る
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

復
興
を
進
め
た
四
条
町
大
船
鉾
保
存
会
は「
祇
園
祭
は
町
衆
の

祭
」と
い
う
信
念
を
貫
き
、大
企
業
に
協
力
を
求
め
な
か
っ
た
。

市
民
に
復
興
へ
の
思
い
を
伝
え
、寄
付
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

市
民
も
こ
の
熱
意
に
応
じ
て
多
額
の
寄
付
が
集
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
。さ
ら
に
、数
千
万
円
か
か
る
船
体
と
屋
形
は
、青
年
会
議

所
と
京
都
の
慈
善
団
体
が
設
立
60
周
年
事
業
と
し
て
寄
贈
し
、大

船
鉾
の
裾
幕
や
音
頭
取
の
衣
装
は
、京
都
市
立
芸
術
大
学
が
デ
ザ

イ
ン
を
手
が
け
た
。市
民
の
熱
い
思
い
、地
域
の
協
力
に
よ
っ
て
大
船

鉾
の
復
興
は
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。

　銅
を
駆
使
し
て
1
5
0
年
前
の
大
船
鉾
屋
根
の

   

再
建
に
挑
む

　
市
民
の
期
待
を 

一 

身
に
受
け
、復
興
し
た
大
船
鉾
。大
船
鉾
の

頭
上
で
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
が
、銅
製
の
屋
根
で
あ
る
。「
大
船
鉾

の
復
興
を
手
伝
わ
せ
て
も
ら
え
る
の
は
、と
て
も
光
栄
な
こ
と
で

し
た
」過
去
を
振
り
返
り
こ
う
語
る
の
は
銅
板
屋
根
の
製
作
を

担
っ
た
、（
有
）田
原
板
金
製
作
所 

代
表
取
締
役
の
田
原
氏
。同
社

に
屋
根
の
再
建
の
話
が
舞
い
込
ん
だ
の
は
、2
0
1
2
年
の
こ
と
だ
っ

た
。四
条
町
大
船
鉾
保
存
会
が
大
船
鉾
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

屋
根
は
銅
板
で
葺
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。そ
し
て
京
都
で

板
金
製
作
の
高
い
技
術
力
を
誇
る
同
社
に
、大
船
鉾
屋
根
再
建
の

依
頼
が
き
た
の
だ
。

　
大
船
鉾
は
全
部
で
20
も
の
パ
ー
ツ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ぞ

れ
釘
を
使
用
せ
ず
に
組
み
立
て
る
た
め
、精
巧
な
技
術
が
必
要
と

さ
れ
た
。ま
た
、一
文
字
葺
き
屋
根
の
美
し
さ
を
追
求
す
る
た
め
、保

存
会
か
ら「
接
合
部
に
被
せ
も
の
を
使
用
せ
ず
製
作
し
て
欲
し

い
」と
の
要
望
を
受
け
た
。

パ
ー
ツ
の
接
合
部
に
施
す

雨
仕
舞
は
難
易
度
が
高
い

た
め
、設
計
士
と
何
度
も

板金技術を未来へつなぐ
京都府板金工業組合の取り組み

　伝統技術が息づく町、京都。なかでも板金技術は
長い歴史と伝統を誇る。この伝統技術を後世に残そ
うと、「京都府板金工業組合」では、様々な取り組みを
行っている。
　例えばミニチュア鉾の製作だ。この秋開催される
「京都ものづくりフェア」に向けて、組合の青年部
30人ほどで山鉾の4分の1サイズのミニチュアを
製作している。
　このミニチュア鉾はなんとオール銅製である。こ
れらの取り組みや若手を対象にした「技能講習会」な
どを通して、板金技術がこれからも京都に深く根付
いていくよう若い世代への技術の継承を積極的に
進めている。

おおふねほこ ばやし

け
そ
う
ひ
ん

は
ま
ぐ
り
ご
も
ん

だ
し

さ
き
ま
つ
り

や
ま
ほ
こ

あ
と
ま
つ
り

山鉾巡行最大の見せ場「辻回し」
割竹を車輪の下に入れ方向転換する

議
論
を
重
ね
、接
合
部
の
美
し
さ
と
雨
仕
舞
の
機
能
性
の
両
立
を

実
現
さ
せ
て
いっ
た
。田
原
氏
は「
長
年
の
経
験
を
生
か
し
、こ
の
難
題

を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」と
、誇
ら
し
げ
に
語
る
。

　
し
か
し
、現
在
の
大
船
鉾
は
ま
だ
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
か
ら
数
十
年
か
け
て
完
全
な
も
の
に
し
て
い
く
。来
年
は
、蛤

御
門
の
変
で
焼
失
し
た
竜

頭
の
飾
り
が
新
調
さ
れ
る

予
定
だ
。
市
民
の
協
力
で

一
歩
一
歩
本
来
の
姿
を
取
り

戻
し
て
い
く
大
船
鉾
に
、ま
だ

ま
だ
目
が
離
せ
な
い
。
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大金幣

御神体衣裳

（有）田原板金製作所
代表取締役
田原 広美氏
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150年ぶりに蘇った

銅屋根が輝く大船鉾
銅の歴史物語


