
瀧
樹
神
社
の

『
ケ
ン
ケ
ト
踊
り
』

コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い

甲
賀
の
チ
カ
ラ

五
年
に
一
度

油
日
祭
り
の『
奴
振
り
』

　
毎
年
５
月
３
日
に
瀧
樹
神
社
で
奉
納

さ
れ
る
「
ケ
ン
ケ
ト
踊
り
」。
甲
賀
町

の
岩
室
地
区
、
土
山
町
の
前
野
、
徳
原

の
両
地
区
の
３
つ
の
地
域
に
よ
り
継
承

さ
れ
て
き
た
室
町
時
代
か
ら
続
く
民
俗

芸
能
で
す
。

　
特
徴
は
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
を
中

心
と
し
た
踊
り
子
た
ち
。
昔
は
地
域
に

住
む
長
男
の
み
が
生
涯
に
一
度
だ
け
踊

る
こ
と
が
で
き
る
大
変
貴
重
な
伝
統
行

事
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
油
日
神
社
で
は
毎
年
５
月
１
日
に
油

日
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
５
年
に
１

度
は
「
奴
振
り
」
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
ま
で
は
上
野
氏
、
高
野
氏
、

相
模
氏
、
佐
治
氏
、
岩
室
氏
の
５
氏
が

毎
年
輪
番
制
で
奉
納
し
て
き
ま
し
た
。

明
治
頃
か
ら
氏
子
関
係
の
縮
小
に
よ

り
、
上う

え

野の

頭ど
う

頭と
う

殿ど
う

株か
ぶ

「
瀬せ

古こ

、
光こ

う

前ぜ
ん

、

曽そ

和わ

の
名
字
」
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
、
現
在
は
５
年
に
１
度
の
奉
納
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
上
野
頭
頭
殿
株
委
員
長
の
瀬
古
さ
ん

は
「
今
年
は
５
年
に
１
度
の
奉
納
す
る

年
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
残
念
な

が
ら
中
止
を
決
定
し
ま
し
た
。
奴
振
り

に
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
約
１
２
０

人
の
奉
仕
者
で
奉
納
し
て
い
ま
す
。
う

ち
子
役
と
し
て
10
人
が
参
加
し
ま
す
。

　
本
来
な
ら
子
役
は
頭
殿
株
か
ら
選
ぶ

の
で
す
が
、
前
回
の
平
成
28
年
に
は
、

10
人
中
８
人
は
上
野
・
油
日
地
区
か
ら

踊
り
を
支
え
る
小
さ
な
踊
り
子

コ
ロ
ナ
の
影
響
も
前
向
き
に

時
代
に
あ
っ
た
変
化
と

よ
り
多
く
の
人
の
関
わ
り
を

山
登
り
と
同
じ
気
持
ち

　
３
つ
の
地
域
に
よ
る
持
ち
回
り
で
行

わ
れ
ま
す
が
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、

　
「
２
年
間
の
充
電
期
間
が
で
き
た
こ

と
で
、
踊
り
子
や
そ
れ
を
支
え
る
人
員

の
確
保
に
時
間
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
前
向
き
に
考
え
て
い
ま
す
。」
と

話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
伝
統
を
守
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大

切
で
す
が
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、

そ
の
時
に
あ
っ
た
考
え
方
や
方
法
へ
変

え
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
私
に
と
っ
て
奴
振
り
は
“
山
登
り
”
と

同
じ
で
す
ね
。
山
を
登
り
切
る
ま
で
は
苦

し
み
も
感
じ
ま
す
が
、
頂
上
に
到
達
す
れ

ば
す
べ
て
を
忘
れ
、
そ
こ
か
ら
の
素
晴
ら

し
い
景
色
を
望
み
、
感
無
量
に
な
る
、
そ

ん
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
存
在
で
す
。

　
最
後
に
は
や
っ
て
良
か
っ
た
と
み
ん
な

で
涙
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。」
と
話

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

も
出
て
も
ら
い
何
と
か
奉
納
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
奴
振

り
を
今
後
も
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と

い
う
思
い
の
み
で
、
今
を
生
き
る
私
た
ち

は
保
存
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
少
子
高
齢
化
で
次
回
の
奉
納
は
奉

仕
者
の
人
数
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
10
歳
の

時
に
子
役
の
一
人
と
し
て
初
め
て
参
加

し
、
以
降
は
大
人
の
役
と
し
て
毎
回
参

加
し
、
人
生
そ
の
も
の
が
奴
振
り
と
い

う
感
じ
で
す
。」

▲上野頭頭殿株　委員長　瀬古　
悟（せこ　さとる）さん／油日神
社で次回実施への思いを話す

▲大水口宿禰（おお
みなくちすくね）ット　
西村　雅之（にしむら　
まさゆき）さん／演奏
の指導役でもある

▲新型コロナ対策をしつつ
保存へ向けて練習する皆さん

▲平安時代から継承されている奴振り

▲滝樹神社ケンケト踊り
保存会　会長　中村　克
也（なかむら　かつや）さ
ん／「初めて参加してから
早いもので50年が経過し
ました。」と話す中村さん

▲頭のクジャクの羽でできた被りものが印象的

▲踊りを披露する時以外は、地面に足をつけては
いけないことになっている

踊
り
子
や
踊
り
を
支
え
る
人
員
の
確
保

が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

状
況
下
で
、
現
在
は
踊
り
子
と
な
る
８

人
の
小
学
生
が
集
ま
ら
ず
、
未
就
学
児

や
２
回
目
、
ま
た
市
外
や
県
外
在
住
で

あ
っ
て
も
地
元
出
身
の
ご
両
親
の
子
ど

も
で
あ
れ
ば
踊
り
子
と
し
て
参
加
で
き

る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
保
存
会
の
中
村
会
長
は
「
私
も
50
年

前
、
小
学
６
年
生
で
初
め
て
参
加
し
ま

し
た
。」

　
昨
年
と
同
様
に
今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
祭
り
が
中
止
さ
れ
踊
り
を
披

露
す
る
こ
と
が
で
き
ず
非
常
に
寂
し
い

気
持
ち
で
す
。

　
地
域
で
大
切
に
継
承
さ
れ
て
き
た
踊

り
が
２
年
間
中
止
と
な
っ
た
こ
と
で
、

次
回
の
再
開
時
に
踊
り
に
対
す
る
熱
い

気
持
ち
を
再
び
高
め
ら
れ
る
か
少
し
心

配
で
は
あ
り
ま
す
。
衣
装
や
着
付
け
の

準
備
、
踊
り
に
欠
か
せ
な
い
お
囃
子
の

引
継
ぎ
な
ど
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
関

わ
っ
て
も
ら
い
、
み
ん
な
の
力
で
成
功

さ
せ
る
こ
と
で
地
域
が
活
性
化
す
れ
ば

と
思
い
ま
す
。」

水
口
囃
子

　
辺
り
が
暗
く
な
っ
た
夜
８
時
、
地
域

の
集
会
所
に
鉦
や
太
鼓
、
笛
の
音
が
鳴

り
響
き
ま
す
。
水
口
祭
で
曳
山
巡
行
に

あ
わ
せ
て
演
奏
さ
れ
る
「
水
口
囃
子
」。

文
化
財
で
あ
り
、
地
域
の
誇
り
で
あ
る

お
囃
子
を
守
っ
て
い
く
強
い
気
持
ち
の

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
ヒ
ト

（
人
材
）・モ
ノ
（
囃
子
な
ど
）・カ
ネ
（
資

金
）
に
お
い
て
非
常
に
厳
し
い
現
実
も

あ
り
ま
す
。

　
昨
年
に
続
き
２
年
連
続
で
水
口
祭
が

中
止
に
な
っ
た
こ
と
で
、
囃
子
の
練
習

も
長
期
間
中
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
曳
山
を
保
有
す
る
町
の
若
衆

が
中
心
と
な
り
結
成
さ
れ
て
い
る
「
大お

お

水み
な

口く
ち

宿す
く

禰ね

ッ
ト
」
が
コ
ロ
ナ
禍
で
の
囃

子
練
習
の
在
り
方
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
作
り
各
町
に
配
布
。
昨
年
11
月

か
ら
一
部
の
曳
山
町
で
は
練
習
を
再

開
、子
ど
も
た
ち
が
春
休
み
期
間
中
は
、

週
２
回
の
練
習
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
宿
禰
ッ
ト
の
西
村
さ
ん
は
「
こ
れ
ま

で
と
同
じ
や
り
方
を
続
け
る
こ
と
は
難

し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で
大
事
に
し
て
い
き
た
い
こ
と

が
２
つ
あ
り
ま
す
。

　
１
つ
は
『
多
様
性
』、
従
来
の
男
性

中
心
で
は
な
く
、
性
別
や
地
域
を
問
わ

ず
多
様
な
方
々
に
関
わ
っ
て
も
ら
う
こ

と
。
実
際
に
新
興
住
宅
地
か
ら
の
参
加

も
あ
り
ま
す
。

　
も
う
１
つ
は
『
寛
容
性
』、
祭
り
や

囃
子
は
不
要
不
急
と
判
断
さ
れ
て
も
お

か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
れ
自
体

が
生
計
の
維
持
や
生
活
を
保
障
し
て
く

れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中

で
多
く
の
協
力
を
求
め
る
に
は
義
務
感

で
縛
る
の
で
は
な
く
、
地
域
に
住
む
そ

れ
ぞ
れ
の
方
が
自
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に

合
わ
せ
、
で
き
る
範
囲
で
協
力
し
合
う

姿
勢
が
こ
れ
か
ら
は
大
切
な
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
先
人
た
ち
が
大
事
に
育
て

継
承
さ
れ
て
き
た
『
水
口
祭
・
水
口
囃

子
』
だ
か
ら
こ
そ
、“
成
り
行
き
”
に

任
せ
る
の
で
は
な
く
“
能
動
的
”
に
変

え
て
い
く
べ
く
努
力
し
て
い
き
た
い
で

す
。」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

若
衆
に
よ
る
保
存
へ
の
思
い

多
様
性
と
寛
容
性
を
大
切
に

　
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
地
域
や
人

と
の
つ
な
が
り
が
少
な
く
な
っ
た

こ
と
で
、
地
域
で
継
承
さ
れ
て
き

た
祭
り
や
芸
能
な
ど
の
良
さ
を
改

め
て
考
え
、
見
つ
め
直
す
機
会
が

で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
市
内
に
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
以

外
に
も
各
地
域
で
多
く
の
お
祭
り

や
伝
統
行
事
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
目
的
は
そ
の
時
代
に
合
わ
せ

変
わ
っ
て
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
地
域

の
結
束
力
が
あ
る
こ
と
の
裏
返
し

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
甲
賀
市
の
豊
か
な
自
然
と
と
も

に
暮
ら
し
て
き
た
私
た
ち
の
中
に

は
、
独
自
の
文
化
や
風
俗
に
培
わ

れ
た
意
識
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
決
し
て
後
ろ

向
き
に
な
る
の
で
は
な
く
、
こ
の

状
況
だ
か
ら
こ
そ
の
新
し
い
発

想
、新
し
い
方
法
を
探
し
な
が
ら
、

甲
賀
の
チ
カ
ラ
で
甲
賀
の
タ
カ
ラ

を
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
き

ま
し
ょ
う
。
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