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都
祇
園
山
笠
の
流
れ
を
く
む

屋や
か
た形
山
、
な
か
で
も
福
智
の
山

笠
は
人
形
飾
り
が
特
徴
だ
。
こ

の
山
笠
は
北
九
州
市
の
一
部
・
周
辺
と
筑
豊
地

区
に
残
る
独
自
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
博
多
の
追
山
に
代
表
さ
れ
る
の

が
岩
山
で
、屋
根
や
開
き
が
あ
る
の
が
屋
形
山
。

身
近
で
親
し
み
あ
る
地
元
の
山
笠
だ
が
、
実
は

貴
重
な
民
俗
文
化
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
作
り
手
も
ま
た
貴
重
な
存
在
。
地
元
は
も
と

よ
り
、
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
黒
崎
祇

園
山
笠
も
手
が
け
る
人
形
師
・
富
田
八
十
六
さ

ん
（
弁
城
）
が
そ
の
代
表
的
存
在
だ
。
名
付
け

親
は
当
時
の
庄
屋
さ
ん
で
「
長
生
き
す
る
よ
う

に
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
や

八
十
六
さ
ん
は
93
歳
。
名
前
の
年
齢
を
越
え
て

な
お
現
役
、「
人
形
富
田
」
の
大
頭
領
だ
。

　

富
田
八
十
六
さ
ん
は
大
正
４
年
生
ま
れ
。
小

さ
な
時
か
ら
絵
を
描
く
の
が
好
き
で
、
小
学
生

の
こ
ろ
か
ら
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
で
受
賞
を
重
ね

た
。
町
内
に
人
形
師
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

手
先
の
器
用
さ
を
生
か
し
、
15
歳
ご
ろ
か
ら
人

形
作
り
に
携
わ
る
。
豊
前
市
八は

ち
や屋

の
人
形
師

に
弟
子
入
り
し
、
そ
の
後
、
師
匠
の
花
田
一
夫

さ
ん
か
ら
技
術
を
徹
底
的
に
仕
込
ま
れ
た
。
し

か
し
、
や
っ
と
修
行
を
終
え
た
こ
ろ
、
太
平
洋

戦
争
で
南
方
戦
線
へ
向
か
う
こ
と
に
…
。
人
形

作
り
は
い
っ
た
ん
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

が
、
復
員
後
、
気
持
ち
を
新
た
に
人
形
作
り
に

打
ち
込
ん
だ
。や
が
て
６
人
の
子
宝
に
恵
ま
れ
、

息
子
の
典
生
さ
ん
と
泰
昌
さ
ん
が
弟
子
入
り
。

偉
大
な
父
で
あ
り
、厳
し
い
師
と
し
て
接
し
た
。

↑父譲りの職人かたぎで、決して妥協を許
さない息子の泰昌さん。人形作りは集中力
の持続が必要になるため「いまだに人形
が夢に出てくることがある」という。

→
そ
の
手
さ
ば
き
は
衰
え
知
ら
ず
、
器
用
な
指
先
は
い
ま
だ
健
在
だ
。
ハ
ワ
イ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
海
外
に
派
遣
し
た
八
十
六
さ
ん
の
黒
崎
祇
園
山
笠
は
、
現

地
の
日
系
人
が
懐
か
し
さ
と
感
動
で
涙
し
た
と
い
う
。
↓
山
飾
り
の
絵
も
手
が
け

る
八
十
六
さ
ん
。
油
絵
・
水
彩
画
・
水
墨
画
な
ど
何
で
も
こ
な
す
。
若
い
こ
ろ
、こ
っ

そ
り
家
の
米
俵
を
売
っ
て
、
当
時
貴
重
な
絵
の
具
を
買
っ
て
い
た
と
い
う
情
熱
家
。

◉
人
形
師　

富
田
八
十
六

そ
の
情
熱
で
魂
宿
す
武
者
人
形

多
才
な
名
人
に
よ
る
多
彩
な
山

【とみた・やそろくさん】福智町内の山笠づ
くりの大半を担う「人形富田」を営む人形
師。県指定無形民俗文化財の黒崎祇園山
笠も手がけている。弁城新町在住、93歳。

←↑膨大な数におよぶ合
戦と武将の書。配置図は
なく、すべて頭にたたき込
まれている。八十六さんの
師・花田一夫さんは直方
駅前にあった炭鉱夫像や
上野小・弁城小の二宮金
次郎像を手がけた彫刻家。

　

修
行
は
、
自
ら
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

は
じ
め
の
う
ち
は
掃
除
だ
け
。
口
で
は
一
切
教

え
な
い
。「
目
で
盗
め
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を

貫
い
た
。
昔
か
た
ぎ
の
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
性

格
で
、
根
は
優
し
い
八
十
六
さ
ん
で
あ
る
。

山
笠
作
り
は
和
の
総
合
芸
術

　
「
何
で
も
こ
な
せ
ん
と
一
人
前
や
な
い
」
と

八
十
六
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
山
笠
は
細
部
に

わ
た
り
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
和
を
凝
縮
し

た
「
総
合
芸
術
」
で
あ
る
。
彫
刻
、
絵
画
、
書
、

さ
ら
に
は
建
築
の
要
素
も
加
わ
る
。
合
戦
の
知

識
を
得
る
た
め
、
仕
事
の
合
間
に
歴
史
も
学
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
彩
な
山
笠
を
飾
る
に

は
、
多
才
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　

そ
の
人
形
師
が
細
心
の
注
意
を
払
い
、
最
も

神
経
を
集
中
さ
せ
る
の
が
、山
笠
を
形
作
る「
山

組
み
」。
山
笠
の
右
と
左
で
、
戦
国
の
両
雄
が

対た
い
じ峙
し
た
合
戦
の
様
を
表
現
す
る
。
現
場
で
は

「
目
ん
玉
合
わ
せ
ろ
」「
腰
を
虎
の
上
に
」
な
ど
、

頭
領
で
あ
る
八
十
六
さ
ん
が
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
見
な
が
ら
細
か
い
指
示
を
出
す
。
人
形
の
に

ら
み
合
い
で
臨
場
感
を
出
す
こ
と
か
ら
、
そ
の

目
線
に
は
特
に
気
を
配
る
。
そ
の
分
、
組
み
上

が
っ
た
と
き
の
周
囲
の
評
価
が
人
形
師
に
と
っ

て
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
り
、励
み
と
な
る
の
だ
。

　
「
伝
統
の
火
は
消
し
ち
ゃ
な
ら
ん
」。
そ
の
思

い
を
子
が
受
け
継
ぎ
、
今
は
孫
や
弟
子
に
伝

承
さ
れ
て
い
る
。
誇
り
高
き
人
形
師
・
富
田

八
十
六
さ
ん
93
歳
、
現
役
で
あ
り
つ
づ
け
る
喜

び
を
今
か
み
し
め
て
い
る
。
気
の
遠
く
な
る
ほ

ど
の
工
程
を
経
て
込
め
ら
れ
た
職
人
魂
が
、
人

形
に
命
を
吹
き
込
み
、
そ
の
情
熱
は
や
が
て
山

笠
の
担
ぎ
手
へ
と
熱
く
伝
わ
っ
て
い
く
。

↑全景を見ながら弟子に指示を出す八
十六さん。安全祈願の「盛り塩」も傍に。

↑工房では伝統技が次代の人たちへと引き
継がれていた。左は息子の典生さん。

→
師
の
指
示
を
受
け
人
形
を
飾
る
。
周
囲
に
は
緊
張
感
が

漂
う
。
武
者
人
形
は
一
体
お
よ
そ
十
五
㎏
の
重
さ
が
あ
る
。

京

→
地
元
関
係
者
が
見
守
る
中
行
わ
れ
る
「
山
組
み
」、最
後
に
八
十
六
さ
ん
が
筆
を
入
れ
た
合
戦
の
名
を
山
笠
の
表
裏
に
掲
げ
る
。


