
　
伝
説
と
い
う
も
の
は
曖
昧
な
も
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、そ
こ
に「
○
○
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
し
、△
△
か
も
し
れ

な
い
ね
。」
と
想
像
す
る
楽
し
み
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
ゆ
め
み
事
が
４
年
目
と
な
る
今
年
は

伝
説
・
伝
承
に
焦
点
を
当
て
て
活
動
し

て
い
ま
す
。
伝
説
・
伝
承
が
語
り
継
が

れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
か

ら
で
す
。
伝
説
・
伝
承
が
持
つ
意
味
が

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
必
要
の
な
い

も
の
に
な
り
、
語
り
継
ぐ
機
会
が
失
わ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
れ
を
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
受

け
入
れ
て
し
ま
う
の
は
、
少
し
寂
し
い

な
と
感
じ
ま
す
。
後
世
の
人
々
が
竹
田

の
伝
説
を
「
知
り
た
い
」
と
思
っ
た
と

き
に
、
知
り
得
る
状
態
、
そ
こ
に
伝
説

が
当
た
り
前
に
あ
る
状
態
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
伝
説
・
伝
承
を
将
来
に
伝
え
て
い
く

た
め
に
、
竹
田
に
語
り
継
が
れ
る
伝
説

を
基
に
「
新
し
い
龍
伝
説
」
を
作
り
ま

し
た
。
様
々
な
も
の
を
組
み
合
わ
せ
た

「
新
し
い
龍
伝
説
」
を
通
し
て
、
竹
田

の
伝
説
・
伝
承
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら

い
、
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

村中 夏海　立命館大学文学部人文学科日本史研究学域日本史学専攻 3ディレクター
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新
し
い
龍
伝
説
で

わ
く
わ
く
す
る

人
を

増
や
し
た
い
。

宮本美紗季　京都精華大学芸術学部造形学科日本画専攻４
上西古都　京都精華大学芸術学部造形学科日本画専攻４
加藤里歩　同志社大学政策学部政策学科 4
賀城喜之　京都精華大学芸術学部造形学科日本画専攻 3
橋本龍舞　京都精華大学芸術学部造形学科洋画専攻 3

浅野遥香　同志社女子大学看護学部看護学科 2
戸田なみ　金城学院大学人間科学部コミュニティ福祉学科 2　

山中菜月　京都精華大学デザイン学部建築学科 4
橘田果歩　京都工芸繊維大学デザイン・建築学課程 4
小仲涼　　京都府立大学文学部日本・中国文学科 4
高橋真衣　立命館大学文学部人文学科日本文学研究学域 1
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（参加当時）

　地域の方からヒアリングした龍のイメージと既存の伝説を
組み合わせ、6 名の方が想像するお話を創造しました。

2021 年のゆめみ事

　「新しい龍伝説」を表現する媒体は、竹田の日常に
溶け込むと同時に視覚的にインパクトのあるものにし
たいという思いがありました。そしてたどり着いた表
現方法が、竹田なら全戸がお持ちの「雪囲い」でした。
　2021 年は 3 軒のお宅に「龍の雪囲い」を設置させ
ていただきました。竹田の冬に彩を加え、地域の方だ
けでなく、竹田を訪れる観光客にも楽しんでいただけ
ればと思います。

　2020 年のゆめみ事は「洛中洛外図屏風 in 竹田」を制作しよう！
ということから活動をスタートしました。竹田の伝説・伝承や日常
を後世に伝えたいという想いがあったからです。
　そこで、竹田での思い出や出来事をオンラインで地域の方にヒア
リングしました。ゆめみ事のテーマである竹田の龍伝説も表現して
いこうと考えていたので、竹田の龍のイメージについてもヒアリン
グを進めていきました。
　その過程で「屏風だと置く場所が限られる」という懸念点があっ
たため、別の表現方法を検討することになりました。

　ヒアリングを行っていく中で、竹田の方々が想像する龍の姿は
角が生えていたり蛇のような姿だったりと、一人ひとり違うこと
が分かりました。この事実は大変興味深く、ゆめみ事の活動の中
で活かしていきたいと考えるようになりました。お聞きした龍の
イメージをどのように表現するか、まとめていくか…。図鑑など
の案を経て、2021 年の活動の基となっていきました。

「新しい龍伝説」の創造

「龍の雪囲い」の制作 「ゆめみ団扇」の制作

一人ひとり想像する龍は違う

オンラインでヒアリング

「ゆめみ跡」の制作
　「新しい龍伝説」の詳細や、ヒアリングして集め
た竹田の伝説・伝承、年表には載っていないちょっ
と昔の話を掲載した冊子です。

　もとの龍伝説と「新しい龍伝説」を掲載し、じょ
んころカーニバルで配布させていただきました。

2020 年のゆめみ事
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　竹田にはたくさんの伝説・伝承がありま
すが、現在失われつつあります。元の龍伝
説 × 想像した龍 × 他の伝説 × 思い出 ×
好きな景色を組み合わせることによって、
伝説をより身近に感じてもらい、後世へと
伝えていくきっかけを創りました。

「新しい龍伝説」

火燈山の伝説

吉谷黄金伝説

岩山谷の石仏

吉谷のきつね塚

ねじ仏

名医文山

漆淵の河童
湯壺の伝説

山伏塚

ジョウダン淵



　
人
前
で
は
姿
を
現
さ
ず
見
え
な
い
龍

が
、
山
奥
で
荒
波
を
踏
み
荒
ら
し
、
も
の

と
も
し
な
い
様
を
描
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、人
々
の
欲
に
ま
み
れ
た
行
い
が
、

普
段
は
姿
を
見
せ
ず
優
し
く
鹿
の
よ
う
に

大
人
し
い
龍
を
激
怒
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と

こ
ろ
も
、
物
語
に
沿
っ
て
表
現
し
て
い
ま

す
。
人
々
の
行
き
過
ぎ
た
欲
や
行
い
に
怒

り
、
嘆
く
心
優
し
き
龍
の
憤
怒
の
駆
け
り

を
感
じ
て
も
ら
え
る
と
幸
い
で
す
。

　
普
段
は
使
用
し
な
い
乾
き
方
が
独
特
な

塗
料
の
扱
い
に
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た

が
、
満
足
の
い
く
作
品
に
な
り
嬉
し
く

思
っ
て
い
ま
す
。

　このタイトルは「慷慨憤激」という
四字熟語から着想を得ました。「慷慨
憤激」の意味は、「世の中の不正や、
自分の不運などを激しく憤り嘆くこ
と」です。これを「恒龍憤激」という
形にすることで、「恒」に穏やかな「龍」
が人々の身勝手さに「憤激」する様子
を表現しました。

だ
け
ど
く
す
ん
だ
自
然
な
色
を
使
っ
て
い
る
し
、
水

を
掻
き
分
け
て
い
る
様
子
が
、
そ
の
場
所
に
住
ん
で

い
る
と
い
う
生
き
物
ら
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
描
い
て

く
れ
て
、
イ
メ
ー
ジ
通
り
で
し
た
ね
。｣

Ｑ　
雪
囲
い
の
反
響
は
い
か
が
で
す
か
？

山
岸 　
「
自
分
の
孫
が
一
番
喜
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

最
初
は
怖
が
る
か
な
と
思
っ
た
け
ど
、
怪
獣
や
恐
竜

な
ど
が
好
き
な
子
だ
か
ら
か｢

ド
ラ
ゴ
ン
が
い
る
！｣

と
、
雪
が
積
も
っ
て
い
る
の
に
見
に
行
く
ほ
ど
喜
ん

で
い
ま
し
た
。
素
直
に
か
っ
こ
い
い
と
感
じ
て
い
る

ん
だ
と
思
い
ま
す
。」

　　　
ちょこっとタイトル解説

作
者
コ
メ
ン
ト

　
雪
囲
い
の
右
側
か
ら
左
側
に
物
語
が
進

行
し
て
い
く
様
子
を
描
き
ま
し
た
。

　
竹
田
が
豪
雪
地
帯
と
い
う
こ
と
で
、
雪

で
作
品
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念

が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ

て
雪
で
埋
も
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
雪
の

積
も
り
具
合
や
解
け
具
合
で
見
え
方
が
変

化
す
る
よ
う
に
描
い
て
い
ま
す
。

　
一
番
上
側
は
竹
田
の
し
だ
れ
桜
、
真
ん

中
は
ま
だ
解
け
残
っ
て
い
る
雪
を
表
す
白

い
河
、
一
番
下
側
は
雪
が
解
け
き
っ
た
と

き
に
見
え
る
自
然
の
緑
を
描
い
て
い
ま

す
。
菱
餅
と
同
じ
構
造
で
、
大
ま
か
に
ピ

ン
ク
・
白
・
緑
の
三
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　　　
ちょこっとタイトル解説

　「東風」は春にふく東の風です。また、
「東」は古来より龍と関係が深い方角で
すので、「東風」で春の風と龍を意味し
ています。「花」は平安時代には花＝桜
という認識があったそうで、新しい龍伝
説に登場する桜を表現しています。「ほ
ほえむ」は「笑む」と「咲む」の 2 つの
意味を示しています。

（上）雪囲い制作中の賀城
（下）雪が積もったら…

私
が
思
っ
て
い
た
通
り
に
描
い
て
く
れ
て
、
よ
り
龍

に
愛
着
が
湧
き
ま
し
た
。
雪
囲
い
設
置
の
と
き
に
、

み
ん
な
で
撮
っ
た
記
念
写
真
も
い
い
思
い
出
で
す
。

Ｑ　
雪
囲
い
の
反
響
は
ど
う
で
し
た
か
？

竹
田　
わ
ざ
わ
ざ
見
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
人
も
い
ま

し
た
。
宅
配
の
人
に
も
聞
か
れ
て
、説
明
し
た
ら
「
い

い
で
す
ね
！
」
と
の
こ
と
で
、
雪
囲
い
に
和
ん
だ
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
あ
と
、
う
ち
の
娘
も
「
と
っ

て
も
い
い
」
っ
て
、お
母
さ
ん
の
想
い
が
絵
に
な
る
っ

て
す
ご
い
ね
っ
て
言
っ
て
い
ま
し
た
。

Ｑ　
雪
囲
い
の
感
想

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

竹
田　
優
し
い
色
合

い
で
、
雪
が
降
っ
た

ら
色
が
映
え
て
い
て

き
れ
い
で
し
た
。
最

初
は
「
ど
う
な
る
の

か
な
？
」
っ
て
思
っ

て
い
た
け
れ
ど
、

Ｑ　
雪
囲
い
の
感
想

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
岸　
「
日
本
画
を

や
っ
て
い
る
人
た
ち

の
描
く
龍
は
基
本
的

に
飛
ん
で
い
る
も
の

が
多
か
っ
た
り
、
白

銀
色
だ
っ
た
り
す
る
。

（上）雪が積もったら…
（右上）他の案イメージ
（右）エスキース図

「龍の雪囲い」 「龍の雪囲い」

制作者の上西（左）と雪囲いを設置させて
いただいたお宅の竹田裕喜子さん（右）

制作者の賀城（右）と雪囲いを設置させ
ていただいたお宅の山岸裕和さん（左）

恒龍憤激 東風舞うとき花ほほえむ
こち　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　  はなこう　　りゅう　　ふん　　げき

作
者
コ
メ
ン
ト
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小さな約束と守り人

　
「
小
さ
な
約
束
と
守
り
人
」
を
絵
巻
物

の
よ
う
に
描
き
ま
し
た
。
作
風
は
エ
ジ
プ

ト
壁
画
を
参
考
に
し
た
抽
象
的
な
デ
ザ
イ

ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
絵
の
中
段
や
下
部

に
描
か
れ
た
青
い
部
分
は
荒
れ
た
波
、
白

い
ギ
ザ
ギ
ザ
は
カ
ミ
ナ
リ
を
表
し
て
い
ま

す
。
物
語
の
主
役
と
な
る
龍
と
河
童
を
際

立
た
せ
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
登
場
人
物

の
目
な
ど
は
あ
え
て
描
か
ず
シ
ル
エ
ッ
ト

だ
け
に
。
こ
の
絵
に
は
、
具
体
的
な
描
写

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
こ
の
物
語
に

登
場
し
た
人
物
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の

か
、
ど
ん
な
景
色
だ
っ
た
の
か
、
作
品
を

ご
覧
に
な
っ
た
皆
様
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た

物
語
を
想
像
し
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　この雪囲いの基となった「小さな
約束と守り人」では「約束」がテー
マの一つとなっています。また、伝
説の中に登場する河童が龍から「子
どもたちを見守る」という役割を与
えられていることから「守り人」と
いう言葉を入れました。このタイト
ル以外に「キューカンバーボーイ」
という案も出ました。

ちょこっとタイトル解説

（上）設置完了で集合写真！
（右上）雪囲い制作中の作者
（右）雪が積もったら…

　
２
種
類
の
「
ゆ
め
み
団
扇
」
を
制
作
し

ま
し
た
。

　
片
面
に
は
地
域
の
方
が
子
ど
も
た
ち
向

け
に
書
か
れ
た
も
の
を
要
約
し
、
も
と
の

龍
伝
説
を
前
後
編
で
掲
載
。
も
う
片
面
に

は
、
ゆ
め
み
事
で
創
造
し
た
「
新
し
い
龍

伝
説
」
の
う
ち
の
「
東
風
舞
う
と
き
花
ほ

ほ
え
む
」
と
「
小
さ
な
約
束
と
守
り
人
」

を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
完
成
し
た
「
ゆ
め
み
団
扇
」

を
じ
ょ
ん
こ
ろ
カ
ー
ニ
バ
ル
で
竹
田
の
皆

様
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
ゆ
め
み
跡
」
と
い
う
、
冊
子
を
制
作
し
ま

し
た
。「
新
し
い
龍
伝
説
」
を
も
と
に
制
作
し

た
雪
囲
い
を
通
し
て
、
竹
田
の
伝
説
・
伝
承
に

興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
入
口
を
創
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
竹
田
の
伝
説
・
伝
承
を
本
来
の
形

で
も
知
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
既
存
の
竹
田
の
伝

説
・
伝
承
は
も
ち
ろ
ん
、「
新
し
い
龍
伝
説
」

を
詳
細
に
記
し
た
「
ゆ
め
み
跡
」
を
制
作
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
冊
子
の
中
に

は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
過
程
で
お
聞
き
し
た
ち
ょ
っ

と
昔
の
話
も
掲
載
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

年
表
に
載
っ
て
は
い
な
い
ち
ょ
っ
と
昔
の
話

は
、
世
代
が
少
し
違
う
と
知
ら
な
い
と
い
う
声

も
多
く
、
伝
説
・
伝
承
の
よ
う
に
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
か
ら
で
す
。

　
「
ゆ
め
み
跡
」
を
通
し
て
、
竹
田
の
伝
説
・

伝
承
を
伝
え
て
い
く
と
同
時
に
、
竹
田
の
昔
の

「
日
常
」
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　
２
０
２
１
年
の
ゆ
め
み
事
は
、
竹

田
の
伝
説
・
伝
承
を
後
世
に
伝
え
て

い
く
た
め
に
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

龍
の
雪
囲
い
を
通
し
て
、
竹
田
の
伝

説
・
伝
承
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ

け
る
き
っ
か
け
を
創
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　
来
年
度
の
活
動
と
し
て
は
、
竹
田

内
で
伝
説
・
伝
承
の
更
な
る
浸
透
を

目
指
す
と
と
も
に
、
竹
田
外
の
方
に

も
竹
田
の
伝
説
・
伝
承
を
広
め
て
い

き
た
い
で
す
。
雪
囲
い
の
展
示
に
つ

い
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、「
春
か

ら
秋
の
間
は
人
の
目
に
付
く
と
こ
ろ

に
展
示
し
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
お

声
を
い
た
だ
く
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
私
た
ち
と
し
ま
し
て
も
、
竹

田
内
外
の
方
の
目
に
つ
く
場
所
に
展

示
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
龍
の

雪
囲
い
を
通
し
て
竹
田
内
外
に
「
竹

田
は
龍
の
町
」
と
い
う
認
識
が
広
が
っ

て
い
け
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
竹
田
の
方
に
伝
説
・
伝
承

に
つ
い
て
お
聞
き
す
る
と
、「
○
○
さ

ん
が
詳
し
い
」「
○
○
地
区
の
人
に
聴

い
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
お
声
を

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
が
将
来
、「
竹

田
に
は
○
○
っ
て
い
う
伝
説
が
あ
る

ん
だ
！
」
と
誰
し
も
に
言
っ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ちい やくそく も びと

制作者の橋本（左）と、雪囲いを設置させ
ていただいた畑清隆さん（右）

Ｑ　
雪
囲
い
の
感
想
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

畑　
う
ち
に
飾
っ
て
い
る
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
感

じ
で
ね
、
こ
れ
は
こ
れ
で
良
い
と
思
う
よ
。
な
か

な
か
味
が
あ
る
。
龍
か
ど
う
か
は
見
る
人
に
よ
っ

て
違
う
か
も
ね
（
笑
）

Ｑ　
雪
囲
い
の
反
響
は
ど
う
で
し
た
か
？

畑　
大
げ
さ
な
反
応
と
か
は
特
に
無
か
っ
た
ね
。

説
明
す
る
と
「
あ
ぁ
そ
う
か
」
っ
て
感
じ
だ
っ
た
。

雪
が
溶
け
て
か
ら
千
古
の
家
に
遊
び
に
来
る
人
も

い
る
と
思
う
し
、
雪
囲
い
を
外
す
タ
イ
ミ
ン
グ
で

ま
た
ど
こ
か
に
飾
る
の
も
良
い
ね
。

作
者
コ
メ
ン
ト

「龍の雪囲い」

「ゆめみ跡」

「ゆめみ団扇」

これからのゆめみ事
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