
――― 2021 ――― コロナ禍における都市祭礼のレジリエンス――長浜曳山祭の再開を事例として

コロナ禍の祭りとコミュニティ特
集

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
祭
礼
継
承
の
困
難
／
可
能
性

　

二
〇
二
〇
年
以
降
の
コ
ロ
ナ
禍
の
広
が
り
は
、
全
国
で
多
く
の
祭
礼
行

事
の
存
続
の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以
前
か
ら
地
域
社
会
の

少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
後
継
者
の
育
成
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
祭
礼
・
行

事
に
お
い
て
も
、
ま
た
観
光
客
等
も
含
め
た
密
を
つ
く
り
出
す
大
規
模
な

祭
礼
・
祝
祭
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
担
い
手
同
士
や
観
光
客
も
含
む

大
勢
の
群
集
に
よ
っ
て
発
生
す
る
密
や
、
他
出
者
が
帰
郷
し
て
の
祭
礼
へ

の
参
加
と
い
う
形
で
の
都
市
部
か
ら
の
人
流
が
地
域
社
会
に
も
た
ら
す
リ

ス
ク
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
祭
礼
当
日
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
三

密
状
態
で
の
会
議
や
芸
能
の
練
習
に
つ
い
て
も
感
染
リ
ス
ク
と
い
う
困
難

が
伴
い
、
そ
の
結
果
、
祭
礼
を
支
え
る
日
常
的
な
継
承
の
基
盤
さ
え
失
わ

コ
ロ
ナ
禍
の
祭
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
都
市
祭
礼
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

―
―
長
浜
曳
山
祭
の
再
開
を
事
例
と
し
て

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
多
く
の
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
・
休
止
に
追
い
込
ま
れ
る
中
、

大
規
模
か
つ
伝
統
的
な
祭
礼
行
事
の
多
く
が
再
開
に
む
け
、
舵
を
切
り
つ
つ
あ
る
。

祭
礼
の
持
つ
し
な
や
か
な
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
回
復
力
︶
の
背
景
に
は
、
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

滋
賀
県
長
浜
の
地
で
四
〇
〇
年
以
上
続
く
と
さ
れ
る
長
浜
曳
山
祭
を
例
に
、

担
い
手
の
内
部
組
織
や
地
域
社
会
と
の
関
係
性
、
伝
承
の
持
つ
時
間
軸
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

法
政
大
学
社
会
学
部
教
授

武
田
俊
輔

れ
て
し
ま
う
。

　

加
え
て
担
い
手
の
多
く
が
祭
礼
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
て
も
、
担
い

手
内
部
で
の
リ
ス
ク
を
め
ぐ
る
認
識
の
ズ
レ
、
行
政
や
担
い
手
以
外
の
地

域
住
民
か
ら
の
祭
礼
実
施
・
参
加
へ
の
否
定
的
な
反
応
、
匿
名
の
非
難
に

よ
っ
て
、
や
む
な
く
中
止
を
決
断
し
た
事
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
「
も
し
感
染
の
広
が
り
や
、
誰
か
か
ら
の
非
難
が
あ
っ
た
ら
」
と
い
う

不
安
の
中
で
祭
礼
実
施
の
可
否
を
決
定
す
る
責
任
を
誰
も
が
回
避
し
、
な

し
崩
し
的
に
祭
礼
が
中
止
さ
れ
た
事
例
や
、
周
辺
地
域
の
祭
礼
の
中
止
を

見
て
自
分
た
ち
も
中
止
を
判
断
す
る
と
い
う
、「
中
止
ド
ミ
ノ
」
と
言
う
べ

き
状
況
も
見
ら
れ
た＊
１

。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
年
以
上
に
わ
た
る
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
が
祭
礼
の
継
承
活

動
に
大
き
な
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
二
〇
二

た
け
だ
・
し
ゅ
ん
す
け

法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
。
博
士
（
社
会
学
・
東
京
大
学
）。
専
門
は
社
会
学
。
主
著
に
『
コ
モ
ン
ズ

と
し
て
の
都
市
祭
礼
―
長
浜
曳
山
祭
の
都
市
社
会
学
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
九
年
、
第
五
回
日
本
生
活

学
会
博
士
論
文
賞
、
第
一
三
回
地
域
社
会
学
会
賞
［
個
人
著
書
部
門
］、
第
四
六
回
藤
田
賞
）、『
社
会

の
解
読
力
〈
文
化
編
〉
―
生
成
す
る
文
化
へ
の
反
照
』（
共
編
著
、
新
曜
社
、
二
〇
二
二
年
）
ほ
か
。

二
年
に
な
っ
て
（
東
京
を
除
く
と
）
全
国
的
に
祭
礼
の
再
開
が
進
ん
で
い

る
こ
と
も
事
実
な
の
だ
。
例
え
ば
全
国
の
山
車
・
山
鉾
・
屋
台
を
用
い
る

大
規
模
な
祭
礼
団
体
が
加
盟
す
る
全
国
山
鉾
屋
台
保
存
連
合
会
（
本
部
：

秩
父
市
）に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
祭
礼
の
実
施
・
中
止
状

況
に
関
す
る
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
に
は
日
本
を
代
表
す
る

規
模
の
三
七
の
祭
礼
の
す
べ
て
が
神
事
を
除
き
中
止
さ
れ
た
も
の
の
、
二

〇
二
一
年
五
月
に
は
そ
の
う
ち
一
三
は
内
容
を
変
更
し
て
（
例
え
ば
山
車

の
飾
り
置
き
に
と
ど
め
る
な
ど
）
実
施
し
た
り
、
あ
る
い
は
実
施
を
検
討

し
て
い
た
。
さ
ら
に
二
〇
二
二
年
五
月
の
調
査
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
団

体
が
実
施
あ
る
い
は
実
施
を
検
討
中
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
祭
礼
の
急
速
な
再
開
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
そ
れ

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
単
に
中
止
や
実
施
と
い
っ
た
表
面
的
な
事
象
だ

け
で
な
く
、
担
い
手
内
部
に
培
わ
れ
て
き
た
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
）

や
活
動
再
開
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
に
ま
で
、
目
配
り
す
る
必
要
が

あ
る
。
例
え
ば
感
染
対
策
を
施
し
て
の
祭
礼
の
部
分
的
な
実
施
や
、
外
客

の
来
訪
を
避
け
る
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ラ
イ
ブ
配
信
も
そ
の
よ
う
な
、

再
開
に
向
け
た
模
索
か
ら
生
ま
れ
た
取
り
組
み
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
長
い
目
で
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
祭
礼
や
行
事
は
こ
れ
ま
で
も

何
度
も
戦
争
や
震
災
、
疫
病
に
よ
る
危
機
に
瀕
し
、
ま
た
そ
れ
を
乗
り
越

え
て
現
在
に
至
っ
て
き
た
し
、
時
に
国
家
権
力
な
ど
に
実
施
を
左
右
さ
れ

つ
つ
も
、
ひ
そ
か
な
実
施
や
復
活
に
向
け
て
人
び
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
戦
術

を
駆
使
し
て
き
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
今
回
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
う
し

た
長
期
的
な
視
点
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
が
も
た
ら
し
た
状
況
を
位
置
づ
け
る
必

要
が
あ
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
実
は
そ
う
し
た
視
点
こ
そ
が
、
そ
も
そ

も
担
い
手
た
ち
に
培
わ
れ
た
伝
統
の
強
み
な
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は

二
〇
二
一
年
の
段
階
で
早
く
も
祭
礼
の
「
縮
小
開
催
」
を
行
っ
た
滋
賀
県

の
長
浜
曳
山
祭
を
事
例
と
し
て
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ウ
ィ
ズ
／
ポ
ス
ト

コ
ロ
ナ
に
向
け
た
祭
礼
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
継
承
の
可
能
性
に
つ
い
て
論

じ
て
い
き
た
い
。

　

長
浜
曳
山
祭
の
概
要
と
縮
小
開
催

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
長
浜
曳
山
祭
は
、
滋
賀
県
長
浜
市
に
お
い
て
毎
年

四
月
一
三
日
〜
一
七
日
に
行
わ
れ
る
都
市
祭
礼
で
あ
る
。
こ
の
祭
礼
は
一

六
世
紀
末
、
長
浜
八
幡
宮
の
祭
礼
と
し
て
羽
柴
秀
吉
が
始
め
た
太
刀
渡
り

と
い
う
武
者
行
列
に
由
来
を
持
つ
と
伝
承
さ
れ
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
は

曳
山
と
呼
ば
れ
る
山
車
の
上
で
歌
舞
伎
を
演
じ
る
と
い
う
形
式
が
確
立
し

て
、
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

祭
礼
は
江
戸
時
代
の
長
濱
五
二
ヵ
町
に
基
盤
を
持
つ
山
組
と
い
う
一
三

の
町
内
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
太
刀
渡
り
を
担
う
長
刀
組
を
除

く
一
二
の
山
組
が
四
つ
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
に
一
度
曳
山
を
曳
行
し
て
、


