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３
０
０
年
以
上
の
歴
史

調
査
は
、
旧
梓
川
村
・
池
田
町
・
松

川
村
を
含
む
「
安
曇
平
」
を
対
象
範
囲

と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
安
曇
平
で

は
、
現
在
も
23
地
区
で
お
船
祭
り
が
行

わ
れ
、
35
地
区
が
過
去
に
行
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

お
船
祭
り
が
い
つ
か
ら
行
わ
れ
て

い
た
か
は
、
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
現
在
見
つ
か
っ
て
い
る
古

文
書
の
最
古
の
記
録
が
１
６
８
９
（
元

禄
２
）
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
３
０
０

年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で

す
。お

船
祭
り
の
特
徴

●
オ
フ
ネ
の
呼
び
方

オ
フ
ネ
（
一
般
的
な
呼
称
と
し
て
の

表
記
は
「
オ
フ
ネ
」
と
し
ま
す
）
に
は
、

「
船
・
舟
」
等
の
漢
字
が
使
わ
れ
ま
す
。

■
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
終
え
て

調
査
委
員
会
と
市
文
化
財
調
査
委
員

の
皆
さ
ん
が
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
良
く
、
一

生
懸
命
に
調
査
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
、
内
容
が
充
実
し
た
２
２
０
頁
に
わ

た
る
報
告
書
が
で
き
ま
し
た
。

各
地
区
の
お
祭
り
に
携
わ
る
皆
さ
ん

も
快
く
調
査
に
応
じ
て
く
だ
さ
り
、
オ

フ
ネ
の
制
作
に
か
か
る
準
備
期
間
や
お

祭
り
当
日
の
動
き
な
ど
も
時
刻
入
り
で

記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
オ
フ
ネ
の

作
り
方
は
構
造
的
な
図
面
が
入
っ
て
い

た
り
、
お
囃
子
は
「
ト
ン
ト
ン
ヒ
ャ
ラ

リ
」
と
節
回
し
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う

な
細
や
か
な
調
査
が
な
さ
れ
、
報
告
書

に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
安
曇
野
人
の
祭
り
に
対
す
る
想
い

安
曇
野
の
人
た
ち
は
、
お
祭
り
に
対

し
て
全
身
の
血
が
騒
ぐ
と
い
う
形
で
は

な
く
、
心
の
奥
の
奥
で
「
や
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
！
」
と
気
持
ち
を
た
か
ぶ
ら
せ
、

静
か
に
沸
々
と
燃
え
る
よ
う
な
想
い
を

抱
き
な
が
ら
お
祭
り
に
臨
ん
で
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。

お
祭
り
を
担
う
皆
さ
ん
は
高
齢
な

方
も
多
い
の
で
す
が
、「
昔
か
ら
や
っ

て
い
た
こ
と
だ
か
ら
、
お
れ
の
代
で
絶

や
し
た
く
な
い
」
と
い
う
強
い
想
い
が

穂
高
地
域
で
は
、穂
高
神
社
が
「
御
船
」

と
表
記
し
て
い
る
た
め
か
「
船
」
の
字

が
多
い
よ
う
で
す
が
、
豊
科
・
三
郷
・

堀
金
・
池
田
町
・
松
川
村
で
は
「
船
・
舟
」

の
使
い
分
け
は
し
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
ま
た
、
明
科
地
域
で
は
、
オ
フ
ネ

を
シ
バ
ブ
ネ
（「
柴
舟
・
し
ば
舟
」）
と

呼
ぶ
特
徴
が
あ
り
、
オ
フ
ネ
の
正
面
や

側
面
を
杉
の
葉
な
ど
で
飾
っ
て
柴
を
表

現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
オ
フ
ネ
の
構
造

オ
フ
ネ
の
土
台
と
な
る
部
分
は
ヤ
グ

ラ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
土
台
に
、
ウ

デ
ギ
や
ハ
ネ
ギ
と
呼
ば
れ
る
長
い
棒
状

の
部
材
を
取
り
付
け
ま
す
。
ウ
デ
ギ
・

ハ
ネ
ギ
に
囲
ま
れ
た
場
所
の
う
ち
、
船

の
舳へ
さ
きや
艫と
も

に
あ
た
る
部
分
は
腹
と
呼
ば

れ
、
割
り
竹
や
広
葉
樹
で
丸
み
を
も
っ

た
膨
ら
み
を
作
り
出
し
ま
す
。
上
部
は

ヤ
マ
・
扇
と
呼
ば
れ
、
人
形
や
飾
り
物

を
置
き
ま
す
。

山
神
社
（
岩
原
）
で
は
祭
り
の
最
後

に
、境
内
の
斜
面
で
オ
フ
ネ
を
転
が
し
、

構
造
材
ご
と
壊
し
ま
す
。

●
人
形
と
人
形
飾
り
物

オ
フ
ネ
の
飾
り
物
と
し
て
は
、
人
形

飾
り
が
特
徴
的
で
す
。
題
材
は
、
戦
国

時
代
の
合
戦
や
神
話
・
伝
説
が
多
く
、

穂
高
神
社（
穂
高
）・
熊
野
神
社（
中
萱
）・

八
幡
宮
（
重
柳
）・
豊
里
穂
高
神
社
（
豊

里
）・
神
明
宮（
潮
）・
荻
原
神
社（
荻
原
）・

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
、
安
曇

野
人
の
そ
の
他
の
文
化
、
人
と
人
と
の

色
々
な
お
付
き
合
い
な
ど
、
す
べ
て
の

生
活
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
私

は
感
じ
て
い
ま
す
。
保
守
的
と
い
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
が
お
船
祭
り
を
続
け
て
い
く
原
動

力
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

■
お
船
祭
り
の
未
来

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
お
船

祭
り
が
い
つ
ま
で
続
く
か
予
測
で
き
ま

せ
ん
。加
え
て
、コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
中
止

と
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、実
際
に
こ
れ

か
ら
や
め
る
方
向
に
動
い
て
い
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

や
め
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
出
て
く

る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
で
す
が
、
オ
フ
ネ
を
作
る
こ
と
だ

け
で
も
継
承
す
る
と
か
、
２
つ
の
集
落

で
一
つ
の
祭
り
を
行
う
と
か
、
地
域
ご

と
に
考
え
て
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
か
な
と
思
い
ま
す
。

民
俗
学
は
生
活
文
化
を
対
象
に
研
究

す
る
学
問
で
す
が
、
生
活
文
化
と
い
う

の
は
日
々
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
従
っ

て
、
お
船
祭
り
だ
け
は
変
わ
ら
ず
に
や

れ
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
し
、
難

し
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、祭
り
は「
楽
し
い
も
の
」。

八
幡
宮
（
上
生
野
）
等
で
は
、
自
分
た

ち
で
人
形
飾
り
物
の
制
作
を
続
け
て
い

ま
す
。

●
オ
フ
リ
ョ
ウ

今
回
の
調
査
で
は
、
お
船
祭
り
で
16

の
地
区
が
オ
フ
リ
ョ
ウ
（
オ
フ
レ
・
御

布
令
な
ど
）
と
い
う
儀
式
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
オ
フ
リ
ョ

ウ
で
は
、
オ
フ
ネ
や
幟の
ぼ
りが
境
内
を
３
周

す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
よ
う
で
す

が
、
そ
の
内
容
や
所
作
は
地
区
ご
と
に

異
な
っ
て
い
ま
す
。

お
船
祭
り
の
こ
れ
か
ら

か
つ
て
お
船
祭
り
は
、
山
間
部
を
含

む
安
曇
平
の
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
今
回
の
調
査
で
は
、
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
お
船
祭
り
も
調
査
対
象
と

し
た
こ
と
で
、
集
落
の
高
齢
化
・
過
疎

化
や
地
域
社
会
の
結
び
つ
き
の
変
化
が

浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
反
面
、
積

極
的
に
祭
り
を
伝
承
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
も
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。
世
代
を
超

え
て
、
地
域
の
人
々
を
結
び
つ
け
る
パ

ワ
ー
こ
そ
が
お
船
祭
り
の
本
当
の
価
値

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

問
文
化
課
文
化
財
保
護
係

　
（
4 

71
・
２
４
６
４ 

6 

71
・
２
３
３
８
）

見
る
だ
け
で
は
な
く
、
参
加
す
る
か
ら

こ
そ
得
ら
れ
る
楽
し
み
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
お
船
祭
り
は
、
安
曇
野
の
人
の

心
を
惹
き
つ
け
る
力
が
あ
り
ま
す
。
今

年
は
で
き
な
く
て
も
、
来
年
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
人
々
を
つ
な

ぎ
、
地
域
を
発
展
さ
せ
る
力
に
な
っ
て

く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

安曇野の地に息づく古代のロマン

安曇平のお船祭り
～国選択無形民俗文化財～

私たちが暮らす安曇野には、船の形をかたどった山
だ し

車を作って曳き回し、お祭りを
行う地区が数多くあります。海のない山国であるにもかかわらず、安曇平の58カ所（現
存・廃絶含む）でお船祭りが行われていたのは、海の民「安曇族」が由来するとも言
われています。平成 29年３月に「安曇平のお船祭り」が、国の「記録作成等の措置
を講ずべき無形の民俗文化財」に選定されました。これを受け、市では平成 29年度
から３年間、お船祭りの本格的な調査を行い、約 220頁の調査報告書を作成しました。

本年は新型コロナウイルス感染症の影響から、例年どおりの祭りを開催することが
かないませんが、個性豊かな各地のお船祭りについて紹介します。

特集２◎ 安曇平のお船祭り ～国選択無形民俗文化財～ 

お船の骨組み　住吉神社（住吉区）
ヤグラにウデギをしっかりと結び、割竹で腹を作り上げる

斜面を転がるオトナブネ　山神社（岩原区）
他のオフネと違い「担ぎブネ」であり、最後に壊すことが特色

祭
り
に
か
け
る
静
か
な
闘
志
を
感
じ
る

令和２年３月発行
市内図書館で閲覧できます

一人ひとりが文化の継承者

安曇平のお船祭り調査委員会

倉石 あつ子 さん
■ Profile
元跡見学園女子大学教授。市文
化財保護審議会委員、市誌編
さん委員会 委員長職務代理者、
豊科郷土博物館勤務

■ Interview


