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子
供
の
頃
、
み
こ
し
の
上
で
太

鼓
を
叩
く
男
の
子
を
、
う
ら
や
ま

し
く
思
っ
た
も
の
で
す
。
祭
り
と

い
う
と
男
性
が
表
舞
台
に
立
ち
、

女
性
は
裏
方
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

し
た
。
今
で
は
女
の
子
も
主
役
に

な
り
、
み
こ
し
の
上
に
乗
っ
て
太

鼓
を
叩
い
た
り
、
獅
子
の
子
ど
も

役
に
な
っ
た
り
と
時
代
の
流
れ
を

感
じ
ま
し
た
。

地
域
の
人
々
は
、
少
子
化
や
高

齢
化
が
進
む
中
、
秋
祭
り
の
形
を

少
し
ず
つ
か
え
な
が
ら
、
伝
統
や

文
化
を
残
そ
う
と
努
力
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
色
あ
る
秋
祭
り
が
続
く

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

【
い
な
が
わ
特
派
員
】

皆
さ
ん
は
伏
見
台
の
住
宅
街

に
、
新
し
く
き
れ
い
な
神
社
が
あ

る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
神
社
？
」
と

珍
し
く
思
う
人
も
お
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
こ
の
神
社
は
伏
見
台
八
幡

神
社
と
い
い
ま
す
。
日
生
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
が
造
成
さ
れ
る
前
、
今
の

伏
見
台
２
丁
目
に
あ
た
る
山
林
に

あ
り
、
約
１
千
年
前
か
ら
内
馬
場

の
住
民
の
手
に
よ
り
守
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
昭
和
63
年
１
月
、
伏
見

台
に
住
宅
地
が
完
成
す
る
と
同
時

に
、
日
生
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
繁
栄

を
願
っ
て
、
同
４
丁
目
に
移
さ
れ
、

こ
こ
で
も
秋
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

10
月
20
日
、
前
夜
の
雨
は
秋
晴

れ
に
変
わ
り
、
八
幡
神
社
で
秋
祭

り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
秋
祭
り
に

は
子
供
会
を
中
心
に
30
人
の
子
ど

も
達
が
集
ま
り
、
子
ど
も
み
こ
し

が
始
ま
り
ま
し
た
。
前
日
ま
で
準

備
を
さ
れ
て
き
た
役
員
に
加
え
、

子
ど
も
達
の
家
族
も
参
加
し
ま

す
。

青
い
は
っ
ぴ
姿
で
、
「
わ
っ
し

ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
嬉
し
そ

う
な
子
ど
も
達
。
み
こ
し
は
専
用

の
台
車
に
乗
せ
、
綱
を
引
っ
張
っ

て
進
ん
で
行
き
ま
す
。
太
鼓
を
先

頭
に
し
て
、
笛
や
掛
け
声
と
共
に
、

約
２
時
間
、
伏
見
台
の
街
を
練
り

歩
き
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
「
太

鼓
を
担
い
で
肩
が
痛
か
っ
た
け

ど
、
面
白
か
っ
た
」
、
「
初
め
て
だ

っ
た
け
ど
来
年
も
参
加
し
た
い
」

な
ど
と
疲
れ
も
見
せ
ず
に
笑
顔
で

応
え
て
く
れ
ま
し
た
。

伏
見
台
で
は
、
神
社
に
参
拝
す
る

人
は
年
々
増
え
て
い
ま
す
が
、
祭
り

な
ど
の
行
事
に
参
加
す
る
人
が
少
な

く
、
役
員
の
高
齢
化
も
心
配
さ
れ
て

い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
あ
る
神

社
は
珍
し
く
伝
統
も
あ
る
の
で
、
ぜ

ひ
守
っ
て
い
き
た
い
と
関
係
者
は
願

っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
神
社
を
支
え
る
10
名
の

役
員
の
一
人
、
安
井
清
さ
ん
は

「
街
の
活
性
化
の
た
め
、
若
い
人
達

の
力
を
貸
し
て
欲
し
い
」
と
、
行

事
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。
催
し
は
小
学
生
中
心
の
み
こ

し
で
す
が
、
子
ど
も
達
が
成
長
し

て
も
、
家
族
と
と
も
に
秋
祭
り
を

楽
し
み
、
自
分
達
が
伝
統
行
事
と

し
て
守
り
支
え
て
い
け
る
よ
う
に

な
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。

伏伏
見見
台台
八八
幡幡
神神
社社
のの
秋秋
祭祭
りり

祭
り
だ

わ
っ
し
ょ
い
！

伝
統
を
守
り
続
け
る
難
し
さ

猪
名
川
町
の
秋
祭
り
は
、

毎
年
10
月
、
各
地
域
の
氏
神

様
に
、
そ
の
年
の
収
穫
の
お

礼
と
翌
年
の
豊
作
を
願
う
行

事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
今
も
お
よ
そ
30
カ
所
の

地
域
で
秋
祭
り
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
歴
史
の
古
い
も
の
か
ら
、

昭
和
の
終
わ
り
に
始
ま
っ
た
も

の
ま
で
、
そ
の
形
は
様
々
で
、

練
り
込
み
、
獅
子
舞
、
だ
ん
じ

り
、
み
こ
し
、
太
鼓
、
山
車
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

私
達
は
今
回
、
５
カ
所
の
秋

祭
り
を
訪
ね
ま
し
た
。
町
内
で

唯
一
、
新
興
住
宅
地
の
中
に
あ

る
神
社
で
始
ま
っ
た
祭
り
へ
の

取
り
組
み
を
中
心
に
、
各
地
の

秋
祭
り
を
紹
介
し
ま
す
。

新
興
住
宅
地
の
神
社

▲元気な子どもみこしが住宅地を練り歩きます（伏見台）

猪
名
川
の
秋
を
彩
る
伝
統
行
事

�獅子舞（内馬場） 1 0月1 2日、内馬場八幡

神社内において、獅子舞が披露されました。

内馬場の獅子は、珍しい雌の獅子で、舞い方

が雄より優しいそうです。雌ということで、

子どもを連れており、「獅子の子」役の子ども

３人が、太鼓を叩きながら獅子舞に参加しま

す。内馬場自治会長の鍋谷將さんは「舞い手

の後継者問題もあり、伝統を守っていくのは

大変ですが、みんなで団結して守り続けたい

です。他の地域の方もぜひ、内馬場の獅子舞

を見に来てください」と話していました。

�練り込み（杉生・西畑） 1 0月1 8日、杉

生にある八坂神社で、子ども歌舞伎「練り込

み」が行われました。「練り込み」とは、江戸

時代、町北部で盛んだった農村歌舞伎が形を

変えて、現代に受け継がれているものです。

化粧をした小さな歌舞伎役者達は、太鼓、笛、

拍子木に合わせて、歌舞伎の一場面を堂々と

披露していました。

▲布団太鼓（猪渕） 1 0月1 2日、秋晴

れのもと、今年新たに作り替えられた

布団太鼓が、猪渕の秋祭りを彩りまし

た。この祭りは真紅の布団が三重に重

ねられ、その下にある太鼓を子ども達

が叩いて、地区内を練り歩くものです。

太鼓の音が山あいに響き、のどかな温

かい感じのする祭りでした。

�山車（島） 10月12日、

島地区の秋祭りでは、約6 0

人の子ども達による「山車

引き」が賑やかに行われま

した。従来の子どもみこし

に変わり、昨年からは山車

引きが行われています。こ

の山車は住民の手作りで、

島の人達の秋祭りへの思い

が込められています。作る

際、一番気を使ったのは安

全性とのこと。子ども達は

重さ1 . 5ｔもある手作りの

立派な山車を、今年も元気

に引きました。

各地 域のお祭 り


