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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
」

特

集

継

ぐ
舞



神
事
一
つ
ひ
と
つ
に

理
由
が
あ
る
。
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農
耕
を
主
と
す
る
我
が
国
は
、

季
節
ご
と
の「
祈
り
」と
生
き
て
き

ま
し
た
。
春
は
豊
作
を
祈
り
、
夏

は
害
虫
被
害
や
水
害
よ
け
を
願
い
、

秋
は
収
穫
に
感
謝
し
、
冬
は
一
年
の

無
事
を
喜
び
、
生
き
る
力
を
蓄
え

る
。
移
ろ
う
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
思

い
が
あ
り
、
そ
れ
が
祭
り
と
い
う

形
で
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

収
穫
へ
の
感
謝
を
込
め
た
秋
の

神
幸
祭
。
豊
作
の
喜
び
と
健
康
へ

の
感
謝
を
地
域
ご
と
で
祝
う
の
が

こ
の
神
幸
祭
で
あ
り
、
山
笠
、
獅

子
舞
、
巫み

女こ

舞
な
ど
の
神
事
が
奉

納
さ
れ
ま
す
。
生
活
に
密
着
し
て

い
る
祭
り
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
の

心
を
動
か
し
、
絶
え
ず
地
域
の
楽

し
み
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

飯い

土ど

井い

神
社
と
稲
荷
神
社
の
両

神
事
を
担
う
阿
部
重し

げ

信の
ぶ

宮
司
は
、

「
山
笠
の
華
や
か
さ
に
目
を
奪
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
神
事
に
は
全
て
行

う
理
由
が
あ
り
ま
す
。
先
人
た
ち

が
大
切
に
し
て
き
た
思
い
を
感
じ
、

祭
り
に
携
わ
る
全
員
が
伝
統
を
つ

な
い
で
い
る
自
覚
を
さ
ら
に
共
有

し
て
ほ
し
い
」と
力
を
込
め
ま
し
た
。

　

か
つ
て
囃は

や

子し

方か
た

は
、
学
校
の
早

退
も
で
き
た
神
幸
祭
。
し
か
し
今

は
少
子
化
に
よ
る
担
い
手
不
足
な

ど
、
時
代
に
合
わ
せ
て
そ
の
姿
は

変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
祭

り
は
ど
ん
な
に
厳
し
い
社
会
情
勢

の
中
で
も
続
き
、
幾
度
も
の
困
難

や
途
絶
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
今

に
至
っ
て
い
ま
す
。
人
の
思
い
が

つ
な
い
で
き
た
伝
統
は
、
か
け
が

え
の
な
い
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
、

地
域
に
根
付
い
て
い
ま
す
。

込
め
ら
れ
た「
祈
り
」

山
々
が
紅あ

か

く
色
づ
き
始
め
、
稲
穂
実
る
10
月
。
金
田
・
神
崎
地
区
で
は
２
週
に

わ
た
り
２
つ
の
神
社
の
神
幸
祭
が
行
わ
れ
、
地
域
は
祭
り
一
色
に
染
ま
る
。

囃は
や

子し

の
音
色
が
響
く
中
、
獅し

子し

が
舞
い
、
豪
華
絢け

ん

爛ら
ん

な
山
笠
が

町
内
を
練
り
歩
く
。「
五
穀
豊
穣
」「
無
病
息
災
」。

そ
の
伝
統
に
は
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い

人
々
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

先人から継ぐ命への感謝

雄獅子と雌獅子の２体で
の舞い。稲荷神社神幸

祭では稚児舞とともに氏子であ
る金田一区の青年が神社と御
旅所で奉納する。獅子は邪気を
食べるとされ、子の成長を願い、
頭を獅子にかませるのが恒例。

獅
し

子
し

舞
まい

神輿は神が各地域を巡行
する乗り物の役目を担

う。神社から御旅所までの行
程を「お下

くだ

り」その逆を「お上
のぼ

り」
と呼ぶ。宮司が神輿に神をのせ
る儀式では周囲を隠し「見た者
は目が腐る」と伝えられている。

神
み

輿
こし

参勤交代の大名行列を模
した行列が神輿につき

そう。本来は槍や弓、旗など約
50人の順番があるが、今では
進みやすいように調整されてい
る。赤・青の鬼が先導し、鬼に
泣く子どもは強く育つとされる。

旗持ち行列

福智の山笠は城の屋根の
ような破

は

風
ふ

が特徴で「屋
形創り」と呼ばれる。以前は稲
穂をかたどった馬

ば

簾
れん

が飾られ
ていたが、時代とともに博多
などの影響を受け豪華な人形
山となり、祭りを彩っている。

山
やま

笠
かさ

若い頃は全く祭りに
興味がありませんで
したが、地域の役員
がきっかけで山笠制作を手伝うように
なりました。今では山笠の杉壁は全て
私が作っています。やはり、ここに囃
子方が乗った姿を見るとうれしいです
ね。一つの山笠を心一つに作り上げる。
そんな関わりや楽しみもあるんですよ。

町部山笠（剪定士）
兼本 修 さん

山笠制作に魅せられて

←「ここに気づいて
もらえたらうれしい」。
兼本さんのこだわり
は竹を削り描く模様。

→囃子方が長時間足
をかける杉壁。丁寧
に滑らかに仕上げる。

↑戦後間もない頃、材料
不足の中、松の木１本
だけで建立した山笠。

祭人の声 神
幸
祭
と
伝
統
の
神
事

特

集

継

ぐ
祈

特集継ぐ―祈りと感謝の伝統
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富
田
能
央

人 形 師

Yoshihisa Tom
ita

岩
井
喜
則

囃 子

Yoshinori Iw
ai

魂
受
け
継
ぎ
現
代
感
覚
で
革
新
目
指
す

伝
統
守
る
富
田
人
形
の
若
き
三
代
目

習
い
伝
わ
っ
た
伝
統
の
旋
律
を

変
わ
ら
な
い
音
色
で
次
の
世
代
へ
つ
な
ぐ

　

富
田
人
形
の
指
導
は
昔
か
ら「
技
は
目

で
盗
め
」と
い
う
職
人
気
質
の
ス
タ
イ
ル
。

幼
少
時
か
ら
人
形
に
関
わ
る
能
央
さ
ん

で
も
、
そ
の
技
を
指
導
無
し
で
得
る
に
は

並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。
祖
父

の
代
か
ら
の
顧
客
を
相
手
に
、
年
上
の
職

人
仲
間
と
作
業
す
る
日
々
。
常
に
重
圧

を
感
じ
る
現
場
で
も「
先
代
ま
で
と
必
ず

比
べ
ら
れ
る
。
そ
の
分
飾
り
や
細
か
い
部

品
、
モ
デ
ル
と
な
る
武
将
の
背
景
に
も
気

を
配
り
ま
す
」と
人
一
倍
努
力
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
各
時
代
の
物
語
を
忠
実
に

再
現
し
つ
つ
、
前
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
能

央
さ
ん
の
作
品
は「
柔
軟
で
斬
新
」と
依

頼
す
る
地
域
か
ら
好
評
で
す
。

　

今
年
、
自
身
も「
名
誉
な
こ
と
」と
語

る
博
多
地
区
で
の
展
示
も
実
現
す
る
な

ど
、活
動
の
幅
を
広
げ
た
能
央
さ
ん
。「
祖

父
が
残
し
た
技
術
、
父
が
大
切
に
し
た
地

域
や
職
人
と
の
信
頼
の
上
に
今
の
富
田
人

形
が
あ
る
。
年
々
山
笠
を
建
立
す
る
地
区

が
減
る
中
で
、
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
力
を

持
つ
祭
り
に
人
形
師
と
し
て
力
に
な
り
た

い
」と
さ
ら
な
る
成
長
を
誓
い
ま
し

た
。
時
代
と
向
き
合
い
、
新
た
な
作

風
を
模
索
す
る
挑
戦
は
続
き
ま
す
。

場
合
も
あ
り
ま
す
。「
囃は

や

子し

方か
た

は
い
つ
で

も
祭
り
の
花
形
。
見
て
、
聞
い
て
、
練
習

を
重
ね
た
者
だ
け
が
上
手
く
な
る
。
私

も
早
く
山
笠
に
乗
る
た
め
、
必
死
に
練

習
し
た
も
の
で
す
よ
」と
笛
を
手
に
励
む

子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
ま
し
た
。

　

囃
子
は
主
に
山
笠
が
動
く
時
の「
道み

ち

囃ば
や

子し

」と
待
機
時
の「
待

と
ま
り

囃ば
や

子し

」に
区
別
さ

れ
ま
す
。
30
曲
以
上
あ
っ
た
と
さ
れ
る

囃
子
は
歴
史
の
中
で
少
し
ず
つ
途

絶
え
、
岩
井
さ
ん
が
現
在
に
伝
え

る
の
は
全
24
曲
。
60
歳
を
迎
え
た

時「
こ
の
囃
子
を
絶
や
し
て
は
い

け
な
い
」と
感
じ
、
そ
れ
ら
を
一
冊

の
冊
子
に
ま
と
め
ま
し
た
。
本
来

歌
詞
も
あ
る
囃
子
の
全
容
を
知
る

人
は
少
な
く
、
若
者
た
ち
が
録
音

し
音
源
と
し
て
残
す
こ
と
に
協
力
す
る
な

ど
、
伝
統
の
継
承
に
大
き
く
貢
献
し
て

い
ま
す
。「
次
の
指
導
者
も
育
っ
て
い
る
。

も
う
新
し
い
時
代
が
き
て
い
ま
す
」と
笑

顔
を
見
せ
た
岩
井
さ
ん
。
囃
子
の
第
一
人

者
と
し
て
、指
導
し
た
人
数
は
千
人
以
上
。

後
継
者
た
ち
が
次
の
世
代
に
そ
の
旋
律

を
伝
え
続
け
る
こ
と
で
、
岩
井
さ
ん
の
思

い
は
祭
り
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

京
都
の
屋
形
山
に
由
来
し
、
博
多

祇
園
山
笠
の
流
れ
を
く
む
福
智

山
笠
最
大
の
特
徴
は
、
合
戦
絵
巻
を
表

す
勇
壮
な
武
者
人
形
た
ち
。
初
代
・
富
田

八や

十そ

六ろ
く

氏
が
一
代
で
築
き
あ
げ
、
今
に
も

動
き
出
し
そ
う
な
形
相
の
力
強
い
作
風

で
町
内
外
か
ら
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

「
富
田
人
形
」の
三
代
目
棟と

う

梁り
ょ
う・
能よ

し

央ひ
さ

さ
ん

（
弁
城
）、
祖
父
の
技
を
つ
な
ぐ
一
人
で
す
。

人
形
作
り
を
稼
業
と
す
る
家
系
で
す
が
、

一
度
は
別
の
仕
事
に
就
い
た
能
央
さ
ん
。

し
か
し
二
代
目
の
父
・
泰や

す

昌ま
さ

氏
と
祖
父
を

続
け
て
亡
く
し
た
こ
と
か
ら
稼
業
を
守

る
こ
と
を
決
意
し
、
24
歳
に
し
て
現
場
を

取
り
仕
切
る
棟
梁
と
な
り
ま
し
た
。

囃は
や

子し

の
音
色
を
聞
く
と
、
誰
も
が

祭
り
を
思
い
起
こ
す
。
笛
が
先

導
し
、
太
鼓
と
鉦か

ね

が
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で

い
く
」。
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
こ
の
旋
律

を
指
導
者
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
き
た

岩
井
喜よ

し

則の
り

さ
ん
。
金
田
本
町
で
生
ま
れ
、

幼
少
時
か
ら
囃
子
に
親
し
み
、
72

歳
ま
で
現
役
を
続
け
ま
し
た
。
今

は
第
一
線
を
退
き
ま
し
た
が
、
要

所
を
押
さ
え
た
的
確
な
指
導
で

尊
敬
を
集
め
て
い
ま
す
。
楽
譜

の
な
い
囃
子
は「
口く

伝で
ん

」が
伝
統
。

鉦か
ね

か
ら
始
ま
り
、
小
太
鼓
、
大
太

鼓
、
笛
と
段
階
を
経
て
、
全
て
習

得
す
る
ま
で
に
10
年
以
上
か
か
る

受
け
継
い
で
き
た
こ
の
囃
子
を

絶
や
さ
ず
正
確
に
伝
え
た
い
。

富
田
人
形
の
命
は
顔
。

じ
い
ち
ゃ
ん
が
生
涯
を
か
け

築
い
た
技
と
魂
を
守
り
た
い
。

常
に
時
代
を
見
据
え

変
化
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

山
笠
を
動
か
す
の
は
囃
子
。

苦
し
い
時
こ
そ
そ
の
鼓
動
が

必
ず
引
き
手
を
奮
い
立
た
せ
る
。

↑神幸祭の日は、必ず指導する町部の山笠を見に
行く岩井さん。弟子たちから敬意を込めて「大師匠」
呼ばれる岩井さんの姿に、思わず笛の手も止まる。

↑今は息子の久幸さんが実技指導を担う。「まずは
うまい人を見なさい」との岩井さんの言葉に従い、
若者たちは真剣なまなざしでその指使いを追う。

↑「じいちゃん、とうちゃんともっと仕事をしてみた
かったですね」。今では２人の技を伝えるのは残さ
れた人形のみ。対話するように観察し技を学びとる。

↑初代から伝わる、飾りや人
形の部品を切るためのたがね。
同じものは今では作れず、補
修を繰り返し打ち込んでいる。

【人形師：富田能央】幼少時から稼業を手伝い、基礎的な技術を学ぶ。
一度は別の道を志したが、９年前に再度人形と向き合うことを決意。若
い感性と妥協を許さない向上心で、日々新たな作品を生む三代目棟梁。

↑先代までは無かった鉄砲を
持つ人形なども制作。配置
にも細心の注意を払い、山笠
全体で物語をつむいでいく。

↑まとめた冊子には、各曲の出だしの笛の押さ
え方や太鼓を打つタイミングなどが細かく記され
ている。時折それを見返し、再確認を怠らない。

【囃子指導者：岩井義則】演奏歴70年以上、主に町部や宝見地区で指
導を行う町内最古参の囃子指導者の一人。笛を吹けなくなり、第一線を
退いた今も、受け継ぎ体に刻み続けてきた鼓動を子どもたちに伝える。

特集継ぐ―伝統つなぐ２人
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金
田
・
神
崎
山
笠
競
演
会

　

電
飾
輝
く
華
麗
な
山
笠
が
集
結
す

る「
金
田
・
神
崎
山
笠
競
演
会
」。
２

週
間
の
祭
り
を
締
め
く
く
る
こ
の
催

し
に
も
、
伝
統
を
つ
な
ぐ
た
め
の
決

断
と
関
係
者
の
熱
い
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
神
幸
祭
を

終
え
た
金
田
各
地
区
は
、
山
笠
を
激

し
く
上
下
さ
せ
な
が
ら
回
転
す
る「
練

り
回
し
」を
競
う

こ
と
が
慣
例
で
し

た
。
そ
の
格
好
の

会
場
が
平
成
筑

豊
鉄
道
金
田
駅

前
の
広
場
。し
か

し「
駅
前
」
と
呼

ば
れ
た
そ
の
会

場
で
、
若
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
ぶ
つ
か

り
合
う
競
演
は

負
傷
者
も
多
↘

　

４
年
目
に
は
町
か
ら
の
支
援
も
決

定
し
、
競
演
会
は
公
式
に
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

神
崎
地
区
の
山
笠
の
参
加
も
積
極
的

に
受
け
入
れ
、
進
化
を
続
け
て
17
回
。

今
で
は
町
の
欠
か
せ
な
い
観
光
資
源

の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

自
主
開
催
の
３
年
を
含
め
20
年
目
の

競
演
と
な
っ
た
今
年
、
電
飾
山

笠
全
10
基
が
同
じ
時
間
・
同
じ

会
場
に
初
め
て
集
結
。
イ
ベ
ン

ト
発
足
時
か
ら
尽
力
し
て
き
た

池
田
昇
事
務
局
長
は「
こ
の
光

景
を
ず
っ
と
思
い
描
い
て
い
た
。

行
事
も
30
年
続
け
ば
伝
統
と
言

わ
れ
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
新

た
な
伝
統
に
し
た
い
」と
目
を

細
め
ま
し
た
。

　

開
催
前
に
は
各
地
区
代
表
と
組

織
的
に
安
全
面
管
理
の
徹
底
を
協
議

し
、
事
故
か
ら
30
年
以
上
死
者
を
出

す
こ
と
無
く
、
今
日
を
迎
え
る
山
笠

競
演
会
。
祭
り
へ
の
愛
が
創
り
上
げ

た「
練
り
回
し
」の
会
場
は
、
今
の
若

者
た
ち
に
と
っ
て
年
に
一
度
、
思
い

を
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
の

「
駅
前
」で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

く
、
広
場
が
公
道
に
整
備
さ
れ
た
後

は
警
察
と
の
衝
突
も
絶
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
し
て
昭
和
61
年
、
そ
の
悲

劇
は
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。
駅
前
で

立
て
続
け
に
起
き
た
死
亡
事
故
。
そ

こ
か
ら
一
度
山
笠
建
立
は
途
絶
え
、

数
年
後
に
再
興
し
た
後
も
隔
年
の
建

立
と
な
る
な
ど
、
祭
り
の
火
は
消
え

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

　

各
地
区
の
代
表
者
た
ち
は
、
事
故

の
原
因
は
明
確
な
ル
ー
ル
と
適
し
た
競

演
の
場
が
無
い
こ
と
と
考
え
、
計
画
的

な
競
演
の
実
施
を
発
案
し
ま
す
。
↘

し
か
し
、
一
度
御
旅
所
に
奉
納
し
た

山
笠
は
夜
12
時
ま
で
の
待
機
が
伝

統
。
２
日
間
の
競
演
に
は
反
対
も
あ

り
ま
し
た
。
相
談
を
受
け
た
阿
部
宮

司
は「
奉
納
し
た
山
笠
を
集
め
て
見

せ
物
に
す
る
の
は
正
し
い
神
幸
祭
で

は
な
い
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
根
底
に
は
祭
り
を
絶
や
し
た

く
な
い
と
い
う
熱
意
が
あ
る
。
そ
の

思
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
新
し
い
挑
戦

を
見
守
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
」と
振

り
返
り
ま
す
。
そ
の
後
も
関
係
者
の

説
得
を
続
け
、
平
成
10
年
、
つ
い
に

初
の
山
笠
競
演
が
実
現
し
た
の
で
す
。

そ
こ
に「
思
い
」が
あ
る
な
ら
ば

子どもの頃、山笠
の無い私たちの地
区はいつも祭りに

憧れを抱いていました。太陽と南
木地区が合同で南陽会を発足し、
手探りで12年。２年に１度の参加
ですが、その分強い思いが私たち
にはあります。競演会があるからこ
そできたこの山笠を守り続けます。

南陽会（神崎）
有藤 義行 会長

憧れを形にした山笠

←待ちわびた山笠
建立に向け、仕事
の合間での作業は
前日深夜まで続く。

扌過去の事故を教訓に、今では
多くの山笠の下部には巻き込み
防止の板が取り付けられている。

扌競演会の熱気がまだ冷めない中、各地区
代表の実行委員は会場の片付けにあたった。

伝
統
を
曲
げ
て
で
も
残
し
た
い
慣
例

熱
い
思
い
が
創
り
上
げ
た
金
色
の
競
演

金
田
・
神
崎
山
笠
競
演
会

金
田
・
神
崎
山
笠
競
演
会

祭人の声
山
笠
存
続
の
危
機

絶
や
さ
な
い
た
め
の
選
択

積
み
重
ね
て
新
た
な
伝
統
へ

現
代
の「
駅
前
」の
誕
生

各山笠が東西で豪快な練り回しを披露

そ
こ
に「
思
い
」が
あ
る
な
ら
ば

そ
こ
に「
思
い
」が
あ
る
な
ら
ば

そ
こ
に「
思
い
」が
あ
る
な
ら
ば

金
田
・
神
崎
山
笠
競
演
会

特

集

継

ぐ
催

特集継ぐ―新たなる伝統
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祭
り
の
あ
と
―

継
ぐ

Tsu
Gu

特 集

終

５年前から仕事で
県外に出ています
が、神幸祭の日だ

けは必ず帰ってきます。就職初年
に始めて参加できなかった後悔は
今も忘れません。一年に一度しか
会わなくても、昨日会ったかのよ
うに受け入れてもらえる。地域の
温かさを祭りの度に感じています。

この地域で生まれ
て90年、幼い頃
から祭りはいつも

そばにありました。今は若い人は共
働きも多く、地域での協力は必ず
必要です。祭りはみんなで作り上
げ、みんなで支えるもの。婦人会
でも最高齢になりましたが、できる
ことはなんでもしたいと思います。

上金田山笠
森野 大地 さん

上金田婦人会
辰島トシ子さん

離れて感じる温かみ

この地域で祭りと生きて

←笛の練習は当日
のみ。しかし一度
耳についた囃子は
指先で覚えている。

→神幸祭の当日、
婦人会が準備した
130人分の料理が
疲れを癒やした。

つ
な
ぐ「
願
い
」

↑池田事務局長（写真右）が山笠の成り立ちや祭りに込める思い
を、阿部宮司が神幸祭の歴史を担当し分かりやすい表現で解説。

↑無事競演会も終わり、法被姿での最後の夜。地
域をあげての団らんは、日付が変わるまで続いた。

　
「
秋
祭
り
は『
あ
り
が
と
う
』の
祭
り
。

み
ん
な
も
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い

で
」。
池
田
事
務
局
長
が
優
し
く
語
り
か

け
る
と
、
児
童
は
笑
顔
で
応
え
ま
し
た
。

神
幸
祭
を
終
え
た
11
月
14
日
、
金
田
小

３
年
生
78
人
に
向
け
た「
祭
り
」の
授
業
。

「
楽
し
む
だ
け
で
は
な
い
、
祭
り
本
来
の

意
味
が
薄
れ
な
い
よ
う
伝
え
て
い
ま
す
。

我
々
が
子
ど
も
の
頃
感
じ
た
祭
り
へ
の
憧

れ
は
今
の
子
も
同
じ
。
次
の
世
代
に
伝

統
と
思
い
を
受
け
継
ぎ
続
け
て
ほ
し
い
」。

　

地
域
の
こ
と
を
学
ぶ
課
外
活
動
の
中

で
、
一
番
関
心
の
高
か
っ
た「
祭
り
」が
授

業
内
容
と
し
て
選
ば
れ
、今
年
で
８
回
目
。

池
田
事
務
局
長
と
阿
部
宮
司
、
長
年
祭

り
を
見
つ
め
続
け
て
き
た
２
人
の
講

師
の
説
明
に
、
児
童
は
目
を
輝
か
せ

て
聞
き
入
り
ま
し
た
。
年
齢
問
わ
ず

愛
さ
れ
る
最
大
の
地
域
行
事
で
あ
る

祭
り
は
、
い
つ
の
時
代
も
子
ど
も
た

ち
の
心
を
強
く
引
き
つ
け
ま
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
の
人
と
人
と

の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
り
、
地
域

の
課
題
を
地
域
で
解
決
し
て
い
く
地

域
力
が
求
め
ら
れ
る
中
、「
祭
り
」

が
残
る
地
域
は
人
口
が
減
っ
て
も
つ

な
が
り
が
強
い
と
言
い
ま
す
。

　

参
加
し
た
全
員
が
、
意
識
し
な
く
て

も
伝
統
を
担
う
一
員
、
そ
し
て
自
ら
が
暮

ら
す
地
域
の
一
員
で
す
。
命
へ
の
感
謝
、

つ
な
が
り
へ
の
感
謝
、
祭
り
を
支
え
て
く

れ
る
人
た
ち
へ
の
感
謝
、
そ
し
て
ま
た
祭

り
が
で
き
る
事
へ
の
感
謝

―
。
こ
の
祭

り
で
分
か
ち
合
え
る
大
切
な
も
の
を
次

代
へ
と
つ
な
げ
る
。
そ
ん
な
地
域
の
人
々

の
願
い
を
の
せ
、
ま
た
あ
の
囃
子
の
音
と

と
も
に
、
祭
り
の
日
は
や
っ
て
来
ま
す
。

↑→神崎の神幸祭では
山笠５基が町内の老人
ホームを訪問。入所者は
聞き慣れた懐かしい囃子
に思わず手拍子を送る。

↑町の文化祭では11月３日から２日間、各地区
の法被（はっぴ）や神幸祭の写真を展示。子ど
もたちは自分の地区を誇らしげに探していた。

縦
に
つ
な
い
で
き
た
伝
統
が
地
域
の
つ
な
が
り
を
横
へ
と
広
げ
る
。

か
け
が
え
の
な
い
祭
り
が
、
地
域
を
未
来
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。

交
差
す
る
伝
統
と
地
域
の
つ
な
が
り

祭人の声

祭人の声

祭
り
が
伝
え
る
感
謝
の
心

地
域
と
伝
統
を
次
の
世
代
へ

　

継
が
れ
て
き
た
伝
統
が
、
地
域
の

つ
な
が
り
を
さ
ら
に
強
め
て
い
く
。

数
か
月
か
け
て
丹
精
込
め
て
作
り
上

げ
た
山
笠
も
、
解
体
が
始
ま
る
と
半

日
で
華
麗
な
姿
を
消
す
。
そ
れ
で
も

関
わ
る
人
々
は
さ
び
し
さ
を
胸
に
し

ま
い
、
作
業
を
終
え
る
と
ま
た
日
常

へ
と
戻
っ
て
い
く
。
祭
り
の
あ
と
も

消
え
ず
に
残
る
大
切
な
も
の
が
あ
る
。

共
有
で
き
る
思
い
出
、
と
も
に
し
た

時
間
が
生
ん
だ
つ
な
が
り
、
支
え
て

く
れ
る
地
域
へ
の
感
謝

―
。
そ
れ

ら
を
胸
に
人
々
は
前
を
向
き
、
ま
た

次
の
祭
り
に
思
い
を
は
せ
る
。

　

継
が
れ
て
き
た
伝
統
が
、
地
域
の

つ
な
が
り
を
さ
ら
に
強
め
て
い
く
。

数
か
月
か
け
て
丹
精
込
め
て
作
り
上

げ
た
山
笠
も
、
解
体
が
始
ま
る
と
半

日
で
華
麗
な
姿
を
消
す
。
そ
れ
で
も

関
わ
る
人
々
は
さ
び
し
さ
を
胸
に
し

ま
い
、
作
業
を
終
え
る
と
ま
た
日
常

へ
と
戻
っ
て
い
く
。
祭
り
の
あ
と
も

消
え
ず
に
残
る
大
切
な
も
の
が
あ
る
。

共
有
で
き
る
思
い
出
、
と
も
に
し
た

時
間
が
生
ん
だ
つ
な
が
り
、
支
え
て

く
れ
る
地
域
へ
の
感
謝

―
。
そ
れ

ら
を
胸
に
人
々
は
前
を
向
き
、
ま
た

次
の
祭
り
に
思
い
を
は
せ
る
。

特集継ぐ―伝統が残すもの



稲荷神社神幸祭稲荷神社神幸祭稲荷神社神幸祭稲荷神社神幸祭稲荷神社神幸祭稲荷神社神幸祭 金田・神崎山笠競演会 飯土井神社神幸祭飯土井神社神幸祭飯土井神社神幸祭 飯土井神社神幸祭飯土井神社神幸祭
【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】 【参加】

金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会 金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会金田・神崎山笠競演会
（神崎二山笠愛好会として参加）（垣田山笠愛好会として参加）

山 笠 基一挙紹介
豪華絢

けん

爛
らん

、勇壮華麗。各

地区が一心に建てた思

いが宿り、それぞれの個性を

豊かに表した山笠たち。最大

で高さ10ｍにもおよぶ本体に

据えられた色彩豊かな装飾と

暗闇を照らす電飾の光。昼夜

で違う姿を見せるその威容は、

見るもの全てを魅了しました。

平原平原平原 人見人見人見 宝見宝見宝見 町部町部町部 上金田上金田上金田 金田
一区
金田
一区
金田
一区 南陽会南陽会南陽会 神 崎

四 区
神 崎
四 区
神 崎
四 区

神 崎
三 区
神 崎
三 区
神 崎
三 区

神 崎
二 区
神 崎
二 区
神 崎
二 区

神 崎
一 区
神 崎
一 区
神 崎
一 区

神 崎
子ども山笠
神 崎
子ども山笠
神 崎
子ども山笠

KOUZAKI KANADA
 Festival

金田･神崎山笠全基総覧
10.13-14 10.20-21
金田・神崎両地区から各６基の山笠が町を練り
歩き、地域を祭り一色に染めた秋の神幸祭。紙
面上だからこそ実現した、山笠全基一挙公開。

金
田
／
神
崎

金田・神崎山
笠競演会 稲荷神社神幸

祭
飯土井神社神

幸祭

イベントパ
ークに過去

最多の

10基が集結
。東西に別

れ10

分間で会場
を沸かせま

した。
神事を神社

下で静かに
見守

る山笠。獅
子舞・稚児

舞とと

もに6基が
祭りを彩りま

した。
行列を先頭

に村回りを

終え、13日
夜は御旅所

で電飾山笠
５基が競演

。




