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特集継ぐ―神敬う地域の伝統

↑かつては巫
み

女
こ

舞をつとめた見
知子さんも、今では神職として
祭礼に臨む。奉納された朝日舞
は、10月20日の稲荷神社の例
祭で、ただ一度だけ舞われる。

↑地域の子どもたちは舞の練習のため夜も
稲荷神社に集まる。神幸祭期間中、本殿
入口は神の通り道として開けられている。
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伝 統 は な ぜ 継 が れ る の か

金
田
の
す
べ
て
の
地
区
が
待
ち
わ
び
る
秋
祭
り
。

そ
こ
に
は
古

い
に
し
えか
ら
の「
生
き
る
こ
と
へ
の
思
い
」が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

時
を
越
え
て
も
変
わ
ら
な
い「
祈
り
」「
感
謝
」「
願
い
」

―

地
域
生
活
に
密
着
し
た
祭
り
に
宿
る「
思
い
」を
追
っ
た
。

　

ゆ
っ
く
り
と
、
力
強
い
そ
の
動
き
が

周
囲
に
厳
か
な
空
気
を
漂
わ
せ
る
―
―
。

10
月
20
日
、
毎
年
決
め
ら
れ
た
そ
の
日
、

千
二
百
年
の
歴
史
を
持
つ
と
さ
れ
る
金
田

稲
荷
神
社
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
祭
礼

「
例
大
祭
」が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
た
っ
た
一
度
だ
け
舞
わ
れ
る「
朝
日
舞
」。

本
殿
で
息
を
呑の

み
見
守
る
関
係
者
の
前

で
、
神
職
だ
け
に
許
さ
れ
た
そ
の
舞
を
奉

納
し
た
の
は
宮
司
の
娘
・
阿
部
見
知
子
さ

ん
。
東
京
の
神
社
本
庁
に
勤
め
、
毎
年
こ

の
祭
り
に
合
わ
せ
て
帰
省
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
見
知
子
さ
ん
が
奉
納
し
た
も
う

一
つ
の
舞
が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
地
域
の

小
中
高
生
が
披
露
し
、
神
事
で
親
し
ま

れ
て
い
る
巫み

女こ

舞ま
い

。「
豊ト

ヨ
サ
カ
ノ
マ
イ

栄
舞
」と
呼
ば

れ
る
そ
の
舞
は
、
14
年
前
、
福
岡
県
の
祭さ

い

祀し

舞
の
指
導
も
行
う
母
・
大ひ

ろ

美み

さ
ん
の
指

導
の
も
と
、
見
知
子
さ
ん
に
よ
っ
て
初
め

て
奉
納
さ
れ
た
舞
で
し
た
。
神
事
の
簡
素

化
が
進
む
中
、儀
式
本
来
の
姿
を
目
指
し
、

母
と
娘
が
始
め
た
そ
の
舞
は
、
今
で
は
一

つ
の
伝
統
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
舞
は
、
ま
さ
に
神
へ
の
奉

納
。
祭
り
の
語
源
は
神
仏
へ
の
さ
さ
げ
物

を
表
す「
奉ま

つ

る
・
祀ま

つ

る
」に
由
来
す
る
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
太
古
よ
り
さ
ま
ざ

ま
な
神
々
を
祀ま

つ

っ
て
き
た
日
本
。「
初は

つ
も
う
で詣

」

の
よ
う
に
祭さ

い

祀し

の
意
識
は
薄
く
て
も
、
現

代
生
活
に
根
付
い
て
い
る
習
慣
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。地
域
に
寄
り
添
い
、人
々

の
生
活
に
密
着
し
て
き
た
こ
の
神
社
の
祭

り
。
各
地
で
祭
り
が
縮
小
し
、
姿
を
消

す
中
、
神
を
敬
う
風
習
を
背
景
に
、
絶

え
ず
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
の
伝
統
を
生
み
出
し
た

母
と
娘
が
つ
な
ぐ
二
つ
の
舞

神社本庁が定めた神職が舞うための祭
さい

祀
し

舞
まい

の一つ。主に男性が舞うことを想定し、
勇壮な力強い動きが特徴。歌詞には神前
に向かう心構えと感謝が込められている。

神社本庁制定の祭
さい

祀
し

舞
まい

の一つで女性が
舞うことを想定し「乙女舞」とも呼ばれる。
町内では毎年地域の学生が募集され、
今年は飯土井神社で小学生６人、稲荷
神社では中高生５人が舞を奉納した。

のぼる朝日のように颯
さっ

爽
そう

と
神職のための｢朝日舞｣

恵みと命への感謝を込めた
乙女たちによる｢豊栄舞｣

地む

域ら

の
鎮
守
の
神
に
さ
さ
げ
て
き
た
感
謝

ア
サ
ヒ
マ
イ

ト
ヨ
サ
カ
ノ
マ
イ

「
思
い
」が
つ
な
ぐ

継
ぎ
ゆ
く「
伝
統
」
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