
もくじ

4   ユネスコ「無
む

形
け い

文
ぶ ん

化
か

遺
い

産
さ ん

」ってなに ?
6   「重

じゅう

要
よ う

無
む

形
け い

民
み ん

俗
ぞ く

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

」ってなに ?

　 郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

（岐阜県郡
ぐ

上
じょう

市
し

）

　 寒
か の

水
み ず

の掛
か け

踊
おどり

（岐阜県郡
ぐ

上
じょう

市
し

）

　 徳
と く

山
や ま

の盆
ぼ ん

踊
おどり

（静岡県川
か わ

根
ね

本
ほ ん

町
ちょう

）

　 有
う

東
と う

木
ぎ

の盆
ぼ ん

踊
おどり

（静岡県静
し ず

岡
お か

市
し

）

　 綾
あ や

渡
ど

の夜
よ

念
ね ん

仏
ぶ つ

と盆
ぼ ん

踊
おどり

（愛知県豊
と よ

田
た

市
し

）

　 勝
か っ

手
て

神
じ ん

社
じ ゃ

の神
し ん

事
じ

踊
おどり

（三重県伊
い

賀
が

市
し

）

　 近
お う み

江湖
こ

南
な ん

のサンヤレ踊
お ど

り
（滋賀県草

く さ

津
つ

市
し

、栗
り っ

東
と う

市
し

）

　 近
お う み

江のケンケト祭
ま つ

り長
な ぎ

刀
な た

振
ふ

り
（滋賀県守

も り

山
や ま

市
し

、甲
こ う

賀
か

市
し

、東
ひがし

近
お う み

江市
し

、竜
りゅう

王
お う

町
ちょう

）

　 京
きょう

都
と

の六
ろ く

斎
さ い

念
ね ん

仏
ぶ つ

 （京都府京
きょう

都
と

市
し

）

28  日本各地の六
ろ く

斎
さ い

念
ね ん

仏
ぶ つ

　 やすらい花
ば な

 （京都府京
きょう

都
と

市
し

）

　 久
く

多
た

の花
は な

笠
が さ

踊
おどり

 （京都府京
きょう

都
と

市
し

）

　 阿
あ

万
ま

の風
ふ

流
りゅう

大
お お

踊
おどり

小
こ

踊
おどり

 （兵庫県南
みなみ

あわじ市
し

）

　 十
と

津
つ

川
か わ

の大
お お

踊
おどり

 （奈良県十
と

津
つ

川
か わ

村
む ら

）

38  風
ふ

流
りゅう

踊
おどり

でよく使われる道具

世
せ

界
か い

の文
ぶ ん

化
か

遺
い

産
さ ん

になった

日本の伝
で ん

統
と う

「風
ふ

流
り ゅ う

踊
お ど り

」 ❷ 中部・近
き ん

畿
き

～郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

ほか

8

12

16

14

18

20

26

30

36

34

32

22

24

16
14

26
22

18

20

24

34

36

12

8

32

30

※本書は原稿執筆時点で入手した情報にもとづいて編
集されたもので、現状と一致しない場合があります。

※各風流踊の名称は、文化庁が公開している「文化遺
産オンライン」の表記に合わせています。

※住所表記からは郡を省略しています。
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郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

は、大正時代に新
しく作られた「かわさき」を
は じ め、「 古

こ

調
ちょう

か わ さ き 」
「三

さん

百
びゃく

」「春
はる

駒
こま

」などの 10
種類があります。振

ふ

りつけに
男女のちがいはなく、だれも
が同じ動作で踊

おど

ります。
こぶしを上げたり地面を

けったりと、やや力強い動き
があるのも特

とく

徴
ちょう

です。 踊
おど
りは曲によって、ゆったりとしたリズムのものから、きびきびとした手

て
振
ぶ
りのものまで、

バラエティー豊
ゆた
かです。

郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

では、踊
おど

りの衣
い

装
しょう

について特別な
決まりはありません。浴

ゆ か た

衣で参加する人が多い
のですが、普

ふ

段
だん

着
ぎ

のままで踊
おど

りに加わる人もい
ます。

どんな踊
お ど

り？

装
よそお

いに決まりはない

「郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

」は、日
に

本
ほん

三
さん

大
だい

盆
ぼん

踊
おどり

のひとつで、
7 月 中

ちゅう

旬
じゅん

から 9 月 上
じょう

旬
じゅん

までの 30 夜以上に
わたり、八

はち

幡
まん

町
ちょう

の各地で行われます。約 400
年も前から踊

おど

りつがれてきたとされ、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

には村々で踊
おど

られていた盆
ぼん

踊
おどり

を城下に集めて
奨
しょう

励
れい

し、さかんになっていきました。
１か月以上続く踊

おど

りのクライマックスは、8
月 13 ～ 16 日のお盆

ぼん

に行われる「徹
てつ

夜
や

おどり」
です。この 4 日間は、夜 8 時ごろから明け方
まで、夜通し踊

おど

りが続けられます。踊
おど

りは 10
種類で、だれでも参加できます。

八
はち

幡
まん

町
ちょう

の「郡
ぐ

上
じょう

八
はち

幡
まん

博
はく

覧
らん

館
かん

」では、年間を通じて
郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

の実
じつ

演
えん

を見ることができます。実
じつ

演
えん

は土曜
日・日曜日・祝日が1日5回で、平日は月によりことな
ります。浴

ゆか た

衣 姿
すがた

のスタッフが音曲に合わせて踊
おど

り
を披

ひ

露
ろう

し、パネルや映
えい

像
ぞう

による解
かい

説
せつ

もあります。

郡
ぐ

上
じ ょ う

踊
お ど り

◉岐阜県郡
ぐ

上
じょう

市
し

毎年7月中
ちゅう

旬
じゅん

～9月上
じょう

旬
じゅん

岐阜県郡
ぐ

上
じょう

市
し

八
はち

幡
まん

町
ちょう

各地

郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

がいつでも見られる！

日
にっ

程
て い

場所

衣
い
装
しょう
に特別な決まりがな

いため、だれでも気軽に踊
おど

りに参加できるのも郡
ぐ
上

じょう

踊
おどり
の大きな魅

み
力
りょく
。ただし、

下
げ
駄
た
を鳴らして踊

おど
りの調子

を高めるのが郡
ぐ
上
じょう
踊
おどり
の特
とく

徴
ちょう
のひとつなので、下

げ
駄
た

を用意するほうがよいで
しょう。
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城下町である郡
ぐ

上
じょう

市
し

八
はち

幡
まん

町
ちょう

は、昔の
町なみがよく保

ほ

存
ぞん

されており、なかでも
職
しょく

人
にん

町
まち

や鍛
か

冶
じ

屋
や

町
まち

などは、国の重
じゅう

要
よう

伝
でん

統
とう

的
てき

建
けん

造
ぞう

物
ぶつ

保
ほ

存
ぞん

地
ち

区
く

の選定を受けた歴
れき

史
し

風
ふう

致
ち

地
ち

域
いき

となっています。町
まち

割
わ

りにそっ
て水路が整

せい

備
び

されているのは火事にそな
えるもので、今から360年ほど前の寛

かん

文
ぶん

年
ねん

間
かん

（1660年ごろ）に整
せい

備
び

されました。
水路

職
しょく
人
にん
町
まち

八
はち

幡
まん

町
ちょう

って
どんなところ

❶ 輪になってならぶ（踊
おど

りの進行方向は時計
回り）。前

ぜん

奏
そう

が流れているあいだは体を円の
内側に向け、静かに音曲がはじまるのを待
つ。

❷「ぐじょうのー」で、右足を後ろに引いて左
手を上にかざし、右手は下に伸

の

ばす。

❻「ゆく」で左足を引き、指先を伸
の

ばした両手
を肩

かた

の高さのままで左方向へ振
ふ

る。
❼「と」で、右足と左足をそろえて、両手の指

先を伸
の

ばし顔の前で「山」の形を作る。
❽「おー」で、そのまま両手を左右に開く。

❸「アーア」で、左足を後ろに引いて右手を上
にかざし、左手は自然に下へ伸

の

ばす。
❹「はちーまーん」で、左足を進めて左手をか

ざし、右手は下に伸
の

ばす。
❺「でて」で、体を円内に向けて、両手を肩

かた

の
高さにして右に振

ふ

る。

❾「きーは」で、左足をふみ出して右足を軽く
上げる。このときに手を２回、チョンチョ
ンと打つ。

「アソンレンセ」で右足を下ろし、手をひと
つ打ち下ろす。このあとは❷にもどり、以下、

までの動作をくり返す。

踊
お ど

ってみよう！
「かわさき」の踊

おど

り方
かた

❶ ❻ ❼ ❾❽❸❷

昔、郡
ぐ

上
じょう

踊
おどり

には楽器の伴
ばん

奏
そう

などは
なく、唄

うた

だけで踊
おど

られていたといわれ
ています。しかし現

げん

在
ざい

では、踊
おど

りの輪
の中心にたつ踊

おど

り屋
や

形
かた

の上に、太
たい

鼓
こ

や
笛、三

しゃ

味
み

線
せん

、 拍
ひょう

子
し

木
ぎ

などの使い手が
上がり、演

えん

奏
そう

する曲に合わせて踊
おど

りま
す。なかでも徹

てつ

夜
や

おどりの日は、踊
おど

り
屋
や

形
かた

のまわりを何重にも踊
おど

り手
て

が取り
まきます。

4日間も続く徹
てつ
夜
や
おどりのあいだは、一

ひと
晩
ばん

中
じゅう
、踊
おど
り手

て
の輪がとぎれることはありません。

踊
お ど

りの中心となる「踊
お ど

り屋
や

形
か た

」

❺❹

資料・写真提供：郡上市観光課、郡上八幡観光協会、郡上市観光連盟、全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会
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