
特
集獅

子   

舞

実
り
の
季
節
を
迎
え
る
と
、
各
地
区
で

太
鼓
の
音
が
鳴
り
響
き
、
獅
子
が
舞
う
―
。

昔
は
当
た
り
前
だ
っ
た
風
景
で
す
。

し
か
し
、
時
代
が
変
わ
り
、

多
様
な
文
化
が
あ
ふ
れ
る
今
で
は
、

獅
子
が
舞
う
こ
と
が

当
た
り
前
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

昔
の
人
は
、
な
ぜ

獅
子
舞
を
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
今
の
人
は
な
ぜ

獅
子
舞
を
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
特
集
で
は
、
獅
子
舞
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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日
本
で
獅
子
舞
が
始
ま
っ
た
の

は
、16
世
紀
初
め
で
す
。飢き

饉き
ん
・
疫

病
を
追
い
払
う
た
め
、
伊
勢
の
国

で
獅
子
が
正
月
に
舞
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
後
、
祝
い
事
や
祭
り
事
で
獅
子

舞
を
行
う
こ
と
が
定
着
し
ま
し
た
。

　

本
町
の
獅
子
舞
は
、
二
人
立
ち

と
い
わ
れ
る
二
人
一
組
で
獅
子
と

な
る
も
の
で
す
。
伊
勢
や
熱
田
方

面
の
人
た
ち
が
全
国
を
巡
業
し
た

こ
と
で
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
県
内
で
も
二
人
立
ち
の
獅

子
舞
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

以
降
、本
町
の
獅
子
舞
は
、五
穀

豊
穣
や
悪
疫
退
散
を
祈
願
す
る
秋

の
大
祭
で
の
奉
納
行
事
と
し
て
始

ま
り
、
毎
年
の
秋
祭
り
の
行
事
に

定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
各
地
で
獅
子
舞

が
始
ま
っ
た
時
期
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
新
立
地
区

に
明
治
に
作
成
さ
れ
た
獅
子
頭
が

残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、明
治
初
期

稲
の
実
り
と
獅
子
舞

　
　
　
　
―
獅
子
舞
を
知
る
―

　獅子が昼寝すると、①百姓のおやじが
猿、狐、狩人を引き連れ畑へ②種まき中、
猿が邪魔をする③おやじは邪魔をする猿に
石を投げて転ばせる④種まきが終わったお
やじは、猿を背負って帰る⑤狩人が昼寝中
の獅子を起こしたり火縄銃で撃ったりする
（流れは一例。写真は①～④横田、⑤東古泉）

①

③

②

⑤④

明治6年作の獅子頭（新立地区保存）

に
は
、町
内
で
獅
子
は
舞
っ
て
い
ま

し
た
。現
在
は
、12
地
区
で
獅
子
舞

が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

五
穀
豊
穣
や
悪
疫
退
散
を
願
っ

て
行
わ
れ
る
獅
子
舞
で
す
が
、
そ

の
間
に
行
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の

寸
劇
に
も
、
昔
の
人
た
ち
の
生
活

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
百
姓
の
お
や
じ︵「
お
や
じ
い
」

と
も
呼
ば
れ
る
︶が
種
ま
き
を
し

て
い
る
と
、
猿
が
そ
れ
を
荒
ら
し

て
回
る
た
め
、
狩
人
が
火
縄
銃
で

追
い
散
ら
す
」　

　

地
区
に
よ
り
多
少
の
違
い
が
あ

り
ま
す
が
、
自
然
に
囲
ま
れ
て
農

村
で
生
活
し
て
い
た
人
々
の
姿
が

映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

稲
の
実
り
と
獅
子
舞
―
。
町
内

に
当
た
り
前
に
あ
り
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
風
景
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
夜
に
な
る
と
、
素
鷲
神
社
に

行
っ
て
練
習
し
て
い
ま
し
た
」
と

60
年
前
を
振
り
返
る
の
は
、
川
邉

輝
雄
さ
ん
で
す
。

　

明
治
時
代
に
は
既
に
始
ま
っ
て

い
た
大
溝
地
区
の
獅
子
舞
。
た
の

も︵
頼
母
、
田
の
面
︶の
節
句
に
な

る
と
太
鼓
の
音
が
地
区
内
に
響
い

て
い
ま
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争
が

き
っ
か
け
で
中
断
。そ
の
後
、昭
和

27
年
、
川
邉
さ
ん
が
小
学
生
の
と

き
に
復
活
し
ま
す
。「
町
内
だ
け
で

な
く
、
道
後
温
泉
の
坂
の
前
や
松

山
市
の
日
切
地
蔵
の
前
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
で
披
露
し
ま
し
た
。

狐
の
役
を
し
て
い
て
、坂
の
と
こ
ろ

で
側
転
す
る
か
ら
転
げ
て
し
ま
っ

て
」と
川
邉
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
町
外
で
も
好
評

だ
っ
た
獅
子
舞
で
す
が
、
獅
子
頭

が
大
破
し
、太
鼓
も
破
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
、４
年
ほ
ど
続
い
た
後
、再

び
中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
―
。

　
「『
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
な
い
祭

り
は
寂
し
い
』と
の
声
を
た
く
さ

ん
聞
き
ま
し
た
。
中
に
は
、
獅
子

舞
は
い
な
い
け
れ
ど
、
素
鷲
神
社

で
太
鼓
だ
け
叩
く
人
も
い
て
」と
、

中
断
さ
れ
た
当
時
を
振
り
返
る
川

邉
さ
ん
。地
区
の
中
で
、獅
子
舞
を

受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
の
思
い

が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、昭
和
55
年
、獅
子
は
再

び
大
溝
で
舞
い
始
め
ま
し
た
。「
初

め
は
５
人
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

太
鼓
と
獅
子
舞
が
２
人
ず
つ
、
１

人
は
お
た
ふ
く
や
お
や
じ
を
し
て
。

休
む
暇
も
な
く
て
し
ん
ど
か
っ
た

け
れ
ど
、
み
ん
な
が
獅
子
に
寄
っ

て
き
て
く
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
」

と
、川
邉
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
35
年
―
。
今
年
も
、

大
溝
地
区
で
は
軽
快
な
太
鼓
の
音

が
聞
こ
え
ま
す
。
５
人
で
再
始
動

し
た
獅
子
舞
も
、
今
や
保
存
会
が

で
き
、
20
人
ほ
ど
の
若
者
や
子
ど

も
が
伝
統
を
継
承
し
て
い
ま
す
。

　
「
小
さ
い
地
区
だ
か
ら
人
の
確
保

は
難
し
い
で
す
。で
も
、手
作
り
の

押
し
車
や
お
そ
ろ
い
の
Ｔ
シ
ャ
ツ

を
作
る
な
ど
、町
内
で
一
番
熱
い
獅

子
舞
だ
と
思
い
ま
す
」と
話
す
保

存
会
の
向
井
康
雄
さ
ん
。
こ
れ
か

ら
も
、大
溝
地
区
の
獅
子
は
、太
鼓

の
音
に
合
わ
せ
、舞
い
続
け
ま
す
。

なくてはならない獅子舞の風景　その１

大溝獅子舞保存会
「忘れられない太鼓の音。
　　　　　　　　この風景を後世へ」

川邉輝雄さん  

1）昭和の獅子舞　2） 勇ましく舞う雄獅子。
今も昔も変わらない、大溝になくてはならない
風景だ　3）目と耳で太鼓の音が受け継がれ
ていく　4）おそろいのＴシャツで練習に励
む子どもたち　5）手作りの押し車

１

２

４

５

３

写真で見る  獅子舞の流れ
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なくてはならない獅子舞の風景　その３

獅子の巡業と競演
「地区の枠を越えて交流を深める」

　

地
域
の
思
い
を
受
け
、
保
存
会

に
よ
り
各
地
区
で
大
切
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
獅
子
舞
。
こ
の
舞
は
、

地
区
の
枠
を
越
え
始
め
て
い
ま

す
。

　
「
わ
ぁ
。か
っ
こ
い
い
」

　
「
き
ゃ
ー
。こ
わ
い
よ
ー
」

　

10
月
14
日
、
宗
意
原
獅
子
が
古

城
幼
稚
園
に
ひ
ょ
っ
こ
り
姿
を
現

し
ま
し
た
。す
る
と
、そ
の
勇
ま
し

い
姿
に
大
歓
声
を
上
げ
る
子
ど
も

た
ち
。約
30
分
ほ
ど
の
演
目
を
、時

に
笑
顔
で
、時
に
泣
き
顔
で
、食
い

入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

　

他
に
も
各
地
区
の
保
存
会
は
、

地
区
の
枠
を
越
え
、
幼
稚
園
や
福

祉
施
設
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所

に
巡
業
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、自

分
の
地
区
で
は
獅
子
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
人
な
ど
、
多
く
の
人

を
魅
了
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

10
月
15
日
、
エ
ミ
フ
ル
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｋ
Ｉ
で
は
、
東
古
泉
・
永
田
獅
子

２
頭
が
乱
舞
競
演
し
ま
し
た
。

　

両
地
区
が
、
こ
の
場
所
で
競
演

す
る
の
は
３
年
目
。
息
ぴ
っ
た
り

の
動
き
を
見
せ
た
か
と
思
え
ば
、

１
頭
が
襲
い
掛
か
り
、
も
う
１
頭

が
倒
れ
、
そ
れ
で
も
す
ぐ
に
応
戦

し
て
―
。

　

買
い
物
に
来
て
い
た
人
た
ち
も
、

そ
の
息
詰
ま
る
様
子
に
足
を
止
め

て
い
ま
し
た
。

　

獅
子
の
巡
業
と
競
演
―
。
地
区

の
枠
を
越
え
、見
る
人
と
、ま
た
演

じ
手
同
士
を
つ
な
げ
て
、
交
流
を

深
め
る
こ
の
風
景
も
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
「
ト
ン
ト
コ
ト
ッ
ト
、ト
ン
ト
コ
、

ト
ン
ト
コ
、
ト
ン
コ
ト
、
ト
ン
ト
コ

ト
ッ
ト
―
」

　

10
月
の
夜
、
公
民
館
に
明
か
り

が
と
も
る
と
、「
我
先
に
―
」と
子

ど
も
た
ち
が
バ
チ
を
手
に
と
り
、

太
鼓
を
叩
き
始
め
ま
す
。
そ
の
風

景
を
見
守
り
な
が
ら「
上
手
に
な
っ

た
な
」「
で
き
と
る
ぞ
」と
優
し
く

声
を
掛
け
る
の
は
、
横
田
獅
子
舞

保
存
会
の
日
野
正
憲
さ
ん
で
す
。

　
「
今
年
は
特
に
熱
心
に
太
鼓
を

練
習
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
小
さ

い
頃
に
猿
や
狐
、
狩
人
な
ど
の
役

を
し
て
く
れ
た
子
が
、
小
学
生
に

な
っ
た
ら
太
鼓
に
移
っ
て
く
れ
て

い
る
。
高
校
生
で
も
太
鼓
を
叩
き

に
来
て
く
れ
て
い
て
、い
い
流
れ
が

で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
」

　

今
で
は
、
役
や
太
鼓
を
す
る
子

ど
も
と
、
お
や
じ
や
獅
子
を
演
じ

る
大
人
た
ち
で
に
ぎ
わ
う
横
田
獅

子
舞
で
す
が
、
演
じ
手
が
減
り
、

中
断
し
て
い
た
期
間
が
あ
り
ま
し

た
。そ
の
頃
は
、横
田
の
中
で
も
15

日
が「
祭
り
」だ
と
い
う
感
覚
が
薄

か
っ
た
と
日
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
「
獅
子
舞
が
な
い
と
き
は
、
横
田

に
住
ん
で
い
て
も
職
場
と
家
の
往

復
ば
か
り
で
、
地
域
の
交
流
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
ん
な
祭
り

の
日
も
普
通
に
仕
事
に
行
っ
て
い

ま
し
た
。そ
れ
が
寂
し
か
っ
た
」

　

地
域
の
中
で
も
、
誰
か
ら
と
も

な
く
獅
子
舞
復
活
を
求
め
る
声
が

上
が
り
始
め
て
い
た
平
成
３
年
。

当
時
の
区
長
さ
ん
た
ち
が「
獅
子

舞
で
、
祭
り
と
地
域
の
交
流
を
盛

り
上
げ
よ
う
」と
一
念
発
起
。日
野

さ
ん
た
ち
が
そ
の
思
い
に
共
感
し
、

獅
子
の
先
輩
方
の
協
力
を
得
て
練

習
を
重
ね
、
見
事
復
活
さ
せ
ま
し

た
。

　
「
復
活
は
先
輩
方
も
喜
ん
で
く

れ
ま
し
た
。
私
た
ち
が
獅
子
を
す

る
だ
け
で
は
獅
子
舞
は
で
き
な

か
っ
た
。
お
や
じ
や
太
鼓
を
先
輩

方
が
手
伝
っ
て
く
れ
て
、
子
ど
も

が
役
を
し
て
く
れ
て
。そ
し
て
、た

く
さ
ん
の
人
が
楽
し
み
に
見
に
来

て
く
れ
て
、
初
め
て
完
成
し
ま
す
。

交
流
を
し
て
１
つ
の
輪
に
な
る
の

が
横
田
獅
子
舞
な
ん
で
す
」

　

以
来
、
毎
年
15
日
の
祭
り
の
日

に
獅
子
舞
を
行
い
、
そ
の
輪
を
広

げ
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
今
後
も
で
き
る
限
り
続
け
て

い
き
た
い
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も

楽
し
そ
う
に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、一
方
的
に
子
ど
も
た
ち
を

上
か
ら
指
導
す
る
で
も
、
は
た
か

ら
応
援
す
る
だ
け
で
も
な
く
て
…
。

た
だ『
一
緒
に
』お
祭
り
を
楽
し
み

た
い
―
。そ
れ
だ
け
な
ん
で
す
」

1）「今年も獅子舞ができてうれしいね」と笑顔を
見せる日野さん　2）丁寧に太鼓を指導「よーに
見ときよ」　3）先輩の獅子から動きを研究。 目
指すは「あの人の獅子は生きとる」と言われるこ
と　4）息の上がった獅子に駆け寄り、うちわで
元気を送る「あともう少し、頑張れー」　5）小さ
くてかわいらしい子役に、大きくて迫力のある獅
子。この対比が横田獅子の特徴でもある

1）宗意原獅子舞保存会が古城幼稚園へ巡業。獅子に興味津々の
子どもたち　2）東古泉・永田獅子乱舞。2 頭が入り乱れ、迫力あ
る舞いを見せる

 1

 1

 2

 2

なくてはならない獅子舞の風景　その２

横田獅子舞保存会
「ただ『一緒に』  お祭りを楽しみたい 」

３

４

5

加藤愛夢くん　沖田橙泉くん

（写真左から）
三好譲さん　三好真一さん　＝東古泉＝
玉森健さん　中村義治さん　＝永田＝

恐くて少し泣いてしまったけれど、
獅子はとてもかっこよかったです。

東古泉の太鼓の音に合わせているため、当
初は舞を合わせるのに苦労した両地区の皆
さん。 「今年は1回だけの練習でしたが、
もう3年目なので、今までで1番よかった
と思います」
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な
ど
、
昔
と
は
生
活
が
変
化
し
つ

つ
あ
る
現
在
で
は
、
獅
子
が
舞
う

意
味
が
薄
れ
て
き
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
担
い
手
不
足
な
ど

た
く
さ
ん
の
苦
労
も
あ
る
中
で
、

な
ぜ
、
獅
子
は
舞
う
こ
と
を
や
め

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
伝
統
を
継
承
し
た
い
」

　
「
祭
り
と
地
域
の
交
流
を
盛
り

上
げ
た
い
」

　

今
、
獅
子
が
舞
う
こ
と
に
は
、

昔
と
は
違
っ
た
新
た
な
願
い
も

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

現
代
の
私
た
ち
は
、
昔
の
人
た
ち

は
知
ら
な
か
っ
た
、「
や
め
て
し

ま
っ
た
寂
し
さ
と
、
復
活
さ
せ
る

こ
と
の
大
変
さ
」を
知
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
思
い
を
含
め

て
、
私
た
ち
は
次
の
世
代
に
獅
子

を
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、
獅
子
舞
保
存
会
だ
け

で
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
の
み
ん
な
で
受
け
継
い
で
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

獅
子
が
舞
う
と
い
う
こ
と
―
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
私
た
ち
に
と
っ

て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
私
た

ち
の
手
で
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
風
景
な
の
で
す
。

10月13日から15日までの間に行われた

各地区の獅子舞の様子を一部、切り取りました。

 「
獅
子
舞
」終
わ
り

特
集

　

小
さ
な
お
や
じ
や
狩
人
が
い
た

と
思
え
ば
、
大
き
な
お
や
じ
や
狩

人
が
い
る
。
お
面
を
被
っ
た
猿
が

い
た
と
思
え
ば
、
赤
く
顔
を
塗
っ

た
猿
が
い
る
―
。

　

風
貌
だ
け
で
な
く
、
太
鼓
の
音

や
舞
い
方
も
各
地
域
で
異
な
り
、

全
く
同
じ
獅
子
舞
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
違
い
が
、
地
域
の
特
色

で
あ
り
、
良
さ
だ
と
い
え
ま
す
。

　

百
年
以
上
前
か
ら
、
稲
の
実
り

と
と
も
に
、
五
穀
豊
穣
や
悪
疫
退

散
を
願
い
、
舞
っ
た
獅
子
。
田
が

減
り
、
専
業
農
家
も
少
な
く
な
る

１_おやじが猿、狐、狩人を引き連れる　2、3、4_
地区によって異なる猿　 5_ 火縄銃を撃ったと同時
にクラッカーを放つ楽しい演出も　6_ 猿をおんぶ
するのも一苦労　7_ 軽快な太鼓の音が響く　8_
秋祭りでの獅子の最後の舞。多くの人が詰め掛け
る　9_ 獅子が間近に　10、11_ 獅子を捕らえた狩
人　12_多くの人に見守られ空に向かって舞う獅子

（写真左から）
村上菜々子さん
加藤瑞菜さん　
大政祐里奈さん   
   ＝中川原＝

池内勝彦さん
＝神崎＝

　狐から始めて、中学に入ってから獅子舞をしています。
獅子を舞うのはしんどいけれど、みんなの前で披露するの
は楽しいです。
　中学校を卒業しても、
獅子舞を続けたいと思っ
ています。（加藤さん、大
政さんは中３、村上さん
は中２）

　今年は、獅子舞保存会ができてちょうど40周年でした。
だから、大字の人も協力してくれて、はっぴを新しくしました。
地域住民の皆さんの力を借りて、保存会が成り立っています。
　秋祭り中、店の前で獅子舞をしていたら保育所の子ども
が見に来てくれたり、他の地区との交流をしたりしました。
同級生などが獅子舞をしている様子を見て、「自分たちもやり
たい」と思ってくれる人が
増えたらと思います。
　そして、先輩の歴史を
引き継いで、保存会が
80、100、200 年と、続
いていってほしいです。

獅子を舞った

神崎獅子舞保存会

Interview

Interview

12

3

8

10

11

12

9

4

5

6

7

東古泉

横田獅子

出作

出作

大溝

大溝

中川原上高柳 恵久美

西高柳神崎

宗意原

永田

これからも
獅子は

舞い続ける
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