
南越前町国民文化祭・ふくい2005

県花“水仙”や郷土の味、　  伝承舞踊はねそを披露
　10月22日から11月３日まで開催された「第20回国民文化祭・ふくい2005」
　南越前町では、花を組む心の風景「華フェスティバル・水仙」、福井の食文化をテーマにした「越前・
若狭食の祭典・山海里まつり」、先祖への感謝を唄う 踊る 引き継いでゆく「民謡民舞の祭典・はねそ」
の３つのイベントが行われ、それぞれ地域に根ざした文化が趣向を凝らして披露されました。

交
響
合
唱
詩
『
ふ
く
い
物
語
』

「
糠
ど
っ
さ
り
」
を
披
露

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル（
会
場
：
サ
ン
ド
ー
ム
福
井
）で
は
、

恐
竜
が
生
息
し
た
太
古
の
昔
か
ら

現
代
ま
で
の
福
井
の
あ
ゆ
み
を
表

現
す
る
ス
テ
ー
ジ
・
交
響
合
唱
詩

『
ふ
く
い
物
語
』
が
上
演
さ
れ
、
第

３
幕
で
、
木
津
巖
さ
ん
・
喜
江
さ

ん
ご
夫
妻
（
糠
）
が
福
井
県
越
前
の

海
と
そ
の
交
易
で
栄
え
た
北
前
船

の
歴
史
を
描
い
た
民
謡
「
糠
ど
っ
さ

り
」
を
朗
々
と
歌
い
上
げ
ま
し
た
。

　

祝
い
の
席
で
は
必
ず
歌
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
晴
れ
舞

台
で
披
露
す
る
こ
と
が
で
き
、
大

変
感
激
し
ま
し
た
。（
木
津
さ
ん
談
）

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

10
月
22
日（
土
）

　

会
場
は
北
前
船
を
テ
ー
マ
と
し
た
資
料
館
の
北

前
船
主
の
館
右
近
家
と
河
野
歴
史
資
料
館
。

　

右
近
家
中
庭
に
、
河
野
生
け
花
教
室
が
水
仙
や

竹
、
野
草
な
ど
を
素
材
に
、
立
体
的
な
形
で
水
仙

を
あ
し
ら
い
、
訪
れ
た
人
た
ち
を
出
迎
え
ま
し
た
。

右
近
家
の
各
部
屋
に
は
、
県
華
道
協
会
所
属
の
６

流
派
が
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
水
仙
の
生
花
を
展
示
。

歴
史
深
く
落
ち
着
い
た
趣
の
右
近
家
と
、
白
と
黄

色
の
可
憐
な
姿
で
清
ら
か
な
香
り
を
漂
わ
せ
る
水

仙
の
花
が
し
っ
く
り
と
合
い
、
訪
れ
た
人
た
ち
を

魅
了
し
ま
し
た
。

華
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

10
月
29
日（
土
）

　

河
野
歴
史
資
料
館
で
は
、
水
墨
画
教
室
で
学
ぶ

人
や
一
般
参
加
者
が
水
仙
を
モ
チ
ー
フ
に
描
い
た

水
墨
画
四
十
点
を
展
示
。
墨
の
濃
淡
を
活
か
し
表

情
豊
か
に
描
か
れ
た
水
仙
の
美
し
さ
が
来
場
者
を

引
き
つ
け
て
い
ま
し
た
。

水
仙
を
生
け
て

　
　
　
　

  　
　
　

 

松
浦
美
恵
子 

さ
ん

（
河
野
生
け
花
教
室
講
師
・
甲
楽
城
）

　

構
想
は
比
較
的
早
く
決
ま
り
ま
し
た
が
、
水
仙

に
合
う
草
木
集
め
に
苦
労
し
ま
し
た
。
特
に
、
竹

は
飾
る
場
所
や
使
い
方
に
合
わ
せ
、
長
さ
や
太
さ
、

し
な
り
具
合
を
考
え
て
山
で
切
っ
て
来
る
な
ど
大

変
で
し
た
が
、
訪
れ
た
方
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
た

の
で
制
作
し
た
甲
斐
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
そ
ば
街
道
今
庄
か
ら
」
と
銘
打
っ
た
南
越
前
町
会

場
は
リ
ト
リ
ー
ト
た
く
ら
。
豊
か
な
自
然
の
中
で
、
美

味
し
い
山
の
幸
、
海
の
幸
、
里
の
幸
を
楽
し
ん
で
も

ら
お
う
と
、
自
慢
の
そ
ば
や
新
鮮
な
旬
の
野
菜
、
イ
ワ

ナ
の
塩
焼
き
、
イ
カ
焼
き
な
ど
を
は
じ
め
、
茶
飯
、
餅
、

山
菜
お
こ
わ
な
ど
の
模
擬
店
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
町
自
慢
の
食
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
大

鍋
や
、
そ
ば
を
使
っ
た
新
し
い
料
理
な
ど
も
振
る
舞

わ
れ
、
特
色
あ
る
食
文
化
を
披
露
。
訪
れ
た
人
達
に
、

郷
土
の
味
を
伝
え
ま
し
た
。

料
理
実
演
・
そ
ば
の
新
し
い
魅
力
発
見
！

　

イ
タ
リ
ア
ン
シ
ェ
フ
片
岡
護
さ
ん
が
、
和
の
食
材

の
地
場
産
そ
ば
粉
を
パ
ス
タ
に
仕
立
て
、
魚
貝
類
を

ソ
ー
ス
に
使
っ
て
混
ぜ
合
わ
せ
た
イ
タ
リ
ア
料
理
を

実
演
、
そ
ば
を
パ
ス
タ
料
理
と
し
て
振
舞
い
ま
し
た
。

山
海
里
ま
つ
り
10
月
30
日（
日
）

　

イ
ノ
シ
シ
肉
や
野
菜
な
ど
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
っ
た
味
噌
仕
立
て
の

し
し
鍋
や
、
カ
ニ
や
イ
カ
な
ど
コ

チ
ュ
ジ
ャ
ン
で
味
付
け
し
た
海
鮮

鍋
な
ど
の
山
海
里
鍋
は
と
て
も
美

味
し
く
、
新
鮮
な
素
材
を
使
っ
た

郷
土
の
味
が
来
場
者
に
振
舞
わ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
山
海
里
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
そ
ば
部
門

の
最
優
秀
作
品
「
そ
ば
が
ゆ
」
も
来
場
者
に
振

舞
わ
れ
、
そ
ば
の
新
し
い
料
理
に
舌
鼓
を
打
っ

て
い
ま
し
た
。
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南越前町国民文化祭・ふくい2005

～踊 る～～踊 る～

～先祖への感謝を唄う～～先祖への感謝を唄う～ 個
性
豊
か
に
伝
統
の
舞

　

古
く
か
ら
唄
い
、
踊
り
継
が
れ
て
き
た
伝
統
舞
踊

「
は
ね
そ
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
、
県
内
で
は
当

民
謡
・
民
舞
の
祭
典 

は
ね
そ

10
月
30
日（
日
）

▲

上
野
は
ね
そ
踊
り

　

 

ス
ス
キ
の
穂
が
北
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
て
い
る
様
子
を

踊
り
で
表
現
。
月
や
ス
ス
キ
の
絵
が
描
か
れ
た
浴
衣
姿

に
笠
を
か
ぶ
り
、
秋
の
雰
囲
気
を
演
出
。

町
の
上
野
は
ね
そ
踊
り
と
今
庄
羽
根
曽
踊
り
、
県
外

か
ら
は
芦
屋
町
は
ね
そ
保
存
会
正
津
ヶ
浜
部
会（
福

岡
県
）な
ど
５
団
体
が
出
演
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継
い
で

き
た
「
は
ね
そ
」
を
個
性
豊
か
に
踊
り
上
げ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
３
部
で
は
、
南
条
の
郷
土
芸
能
龍
神
太
鼓

や
、
子
ど
も
達
に
よ
る
「
は
ね
そ
」
踊
り
な
ど
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。

▲ 
上
野
地
区
の
子
ど
も
達
を
中
心
に
、
23
人
が
児
童
館
に

集
ま
っ
て
盆
踊
り
同
好
会
の
方
々
を
講
師
に
練
習
を
重

ね
て
披
露
。

～引き継いでゆく～～引き継いでゆく～～引き継いでゆく～～引き継いでゆく～

～先祖への感謝を唄う～～先祖への感謝を唄う～

～踊 る～～踊 る～

▼龍神太鼓

▲  「南条ヤッシャカ音頭」
を民謡クラブ、南条地
区婦人会員が総踊り

▲

特
別
ゲ
ス
ト
金
沢
明
子
さ
ん

　

朗
ら
か
で
ハ
リ
の
あ
る
歌
声
を
披
露
。

▲

 

躍
動
感
溢
れ
る
南
条
中
学
校
和
太
鼓
ク

ラ
ブ
12
名
が
「
酔
妃
の
舞
」
を
披
露
。

▲

今
庄
羽
根
曽
踊
り

　

 

ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
が
独
特
の
雰
囲

気
を
か
も
し
出
し
、
情
緒
豊
か
な
踊
り
と

し
て
有
名
。
県
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
。

▲ 
今
庄
地
区
の
子
ど
も
達
12
人
と
大
人
３
人
が

交
じ
っ
て
の
羽
根
曽
踊
り
。
子
ど
も
達
は
大

人
よ
り
も
少
し
速
い
テ
ン
ポ
で
踊
り
を
披
露
。

音頭取りを70年

　

青
年
団
員
だ
っ
た
昭
和
6
年
に
踊
り
と
唄
を
習
い
、
そ
れ
か
ら
約
70

年
近
く
唄
い
続
け
て
い
ま
す
。「
〜
サ
ア
ヨ
〜
ヨ
〜
は
ね
を
か
や
し
ゃ

れ
」
と
始
ま
る
唄
い
出
し
で
、
皆
が
手
を
合
わ
せ
て
踊
り
だ
す
…
こ
こ

が
肝
心
で
上
手
く
踊
り
出
せ
る
よ
う
に
と
息
を
合
わ
せ
て
歌
い
だ
し
ま

す
。
昔
は
街
道
を
一
列
に
踊
っ
た
も
の
。
今
回
は
12
の
唄
を
披
露
し
ま

し
た
。
若
い
人
に
も
ず
っ
と
引
き
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。

嶋﨑　文治 さん
（今庄・92歳）

上
野
は
ね
そ
保
存
会
長

澤
本　

武
範 

さ
ん
（
上
野
）

　

上
野
地
区
は
千
石
谷
山
の
麓
。
上
野
集

落
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
盆
踊
り
は

十
五
を
数
え
る
中
、
上
野
は
ね
そ
踊
り
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中

で
満
た
さ
れ
な
い
思
い
や
は
か
な
い
夢
、
そ
し
て
行
き
来
す
る
男

女
の
心
情
な
ど
を
唄
や
踊
り
で
表
現
し
て
き
た
も
の
で
す
。
は
ね

そ
は
穂
ス
ス
キ
の
事
と
言
わ
れ
、
踊
る
姿
は
ス
ス
キ
の
穂
が
北
風

に
吹
か
れ
揺
れ
て
い
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回

の
舞
台
に
は
上
野
華
道
奨
励
会
が
上
野
立
華
の
構
成
を
活
か
し
、

穂
す
す
き
の
作
品
を
立
て
て
く
れ
ま
し
た
。

　

国
民
文
化
祭
に
向
け
て
、
６
月
か
ら
毎
週
金
曜
日
の
夜
練
習
を
重

ね
、
南
条
盆
踊
り
同
好
会
と
共
演
で
披
露
。
子
ど
も
た
ち
の
踊
り
の

練
習
も
盆
踊
り
同
好
会
員
に
よ
っ
て
熱
心
に
指
導
し
て
も
ら
い
、
次

世
代
へ
の
は
ね
そ
踊
り
の
継
承
が
さ
れ
た
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

今
庄
羽
根
曽
保
存
会
長

赤
澤　

貞
夫 

さ
ん
（
今
庄
）

　

今
庄
羽
根
曽
は
、
今
か
ら
約
千
年
余
り
前

の
延
喜
年
間
、
醍
醐
天
皇
の
頃
現
在
の
藤
倉

山
の
中
腹
に
あ
っ
た
藤
勝
寺
で
、
仏
前
で
舞
わ
れ
た
稚
児
の
舞
が
始

ま
り
。
や
が
て
、
今
庄
が
北
国
街
道
の
宿
場
町
と
な
り
、
そ
の
頃
か

ら
こ
の
踊
り
が
盆
踊
り
と
し
て
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
武

士
あ
り
、
旅
の
僧
あ
り
、
町
人
や
女
中
、
百
姓
姿
あ
り
と
様
々
な
色

と
り
ど
り
の
姿
で
踊
る
光
景
は
街
道
宿
場
町
な
ら
で
は
の
風
情
を
か

も
し
出
し
て
い
ま
す
。
現
在
保
存
会
員
は
42
人
。
音
頭
取
り（
付
け
手

を
含
む
）に
合
わ
せ
て
、
袖
に
鈴
を
つ
け
た
踊
り
手
が
踊
り
ま
す
。
歌

詞
は
32
あ
り
全
部
踊
る
と
１
時
間
以
上
。
夏
の
盆
踊
り
大
会
で
は
保

存
会
員
も
見
て
い
る
人
達
も
輪
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。
昨
年
は
文
化

祭
で
踊
り
た
い
と
今
庄
中
学
校
か
ら
の
要
望
で
教
え
に
行
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
自
慢
の
踊
り
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。


