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多治神社民俗芸能保存会の会長、藤井日出夫さんにお話をお伺いしました。
「多治神社は古い歴史のある神社で、『田原の御田』や『カッコスリ』など、大
変貴重な文化財が受け継がれています。この伝統行事には、大阪など多方面から
も毎年多くの方が見に来られ、ここで撮られた写真がコンクールで入賞されたと
の報告もいただきました。形があるものはもちろん、人から人へと伝承していく
無形のものは、保存・継承していくのが大変難しいことですが、地域の方々など
に長年にわたってお世話になり、守っていただいております」

「
作
太
郎
は
ん
、
け
し
か
ら
ん

今
日
は
良
い
日
で
す
わ
」「
作
次
郎

は
ん
、
そ
ん
な
結
構
な
日
や
っ
た

ら
ぼ
ち
ぼ
ち
始
め
ま
し
ょ
か
」「
そ

う
で
す
な
ぁ
」「
よ
っ
こ
ら
し
ょ
」

作
太
郎
と
作
次
郎
の
軽
妙
な
や

り
と
り
で
笑
い
を
誘
い
な
が
ら
、

一
年
の
稲
作
の
過
程
が
狂
言
風
に

演
じ
ら
れ
る
『
田
原
の
御
田
』。
毎

年
五
月
三
日
に
、
豊
作
を
願
っ
て
、

日
吉
町
田
原
の
多
治
神
社
で
行
わ

れ
る
伝
承
芸
能
で
、
平
成
十
二
年

に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
十
月
の
秋
祭
り
に
は
、

豊
作
を
祝
い
、
羯
鼓
（
か
っ
こ
）

と
呼
ば
れ
る
鼓
を
打
ち
囃は

や

し
て
踊

る
、
京
都
府
の
無
形
民
俗
文
化
財

『
カ
ッ
コ
ス
リ
』
が
行
わ
れ
ま
す
。

多
治
神
社
の
本
殿
は
、
こ
れ
ま

で
四
度
建
て
替
え
ら
れ
て
お
り
、

現
在
の
本
殿
は
、
丹
波
地
方
で
は

最
大
級
の
規
模
を
も
つ
二
間
社
流

造
の
建
物
で
、
江
戸
時
代
の
宝
暦

五
年
（
一
七
五
五
）
に
建
立
さ
れ

た
京
都
府
登
録
文
化
財
で
す
。
本

殿
前
に
は
、
二
本
の
タ
ラ
ヨ
ウ
の

高
木
が
並
び
、
神
々
し
い
た
た
ず

ま
い
で
参
拝
者
を
迎
え
ま
す
。

田
原
川
沿
い
の
地
域
で
、
守
り

受
け
継
が
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
は
、

今
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

田
原
川
沿
い
で
今
に
生
き
続
け
る
民
俗
芸
能

多治神社民俗芸能保存会
会長 藤井 日出夫 さん

⑭

▲田原の御田（国指定重要無形民俗文化財）

▲多治神社本殿（京都府登録文化財）

作
次
郎：

良
い
お
天
気
で
。
毎
年
多

治
神
社
の
御
田
に
、
良
い
牛
を
お

世
話
し
て
も
う
と
る
で
、
今
年
も

一
つ
世
話
に
な
り
た
い
と
思
と
る

ん
で
す
が
。

作
太
郎：

毎
年
の
こ
と
や
で
、
良
い
牛

を
残
し
と
り
ま
す
。
こ
れ
、
見
て

く
だ
さ
い
。

作
次
郎：

な
ん
と
、
こ
れ
は
、
け
し
か

ら
ん
良
い
牛
で
す
な
。
つ
い
て
は
、

値
段
を
決
め
ん
こ
と
に
は
…
。

作
太
郎：

二
十
両
で
ど
う
で
っ
し
ゃ

ろ
。

作
次
郎：

い
や
い
や
、
も
う
ち
ょ
っ
と

負
け
て
も
ら
え
ま
へ
ん
か
。

作
太
郎：

ほ
ん
な
ら
、
二
十
両
の
と

こ
ろ
を
、
負
け
て
二
十
五
両
に
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
か
。

作
次
郎：

へ
ぇ
、
そ
ら
う
れ
し
い
。
二

十
両
の
と
こ
ろ
を
、
二
十
五
両
に

負
け
て
も
ろ
て
、
そ
う
し
ま
し
ょ
。

作
太
郎：

お
お
き
に
。

田
原
の
御
田（
牛
買
い
・
一
部
抜
粋
）

―
作
次
郎
と
牛
売
り（
作
太
郎
）
―
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