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▼
「
女
性
は
山
笠
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
昔
か

ら
の
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
は
男
女
共
同
参
画

の
時
代
。
老
い
も
若
き
も
男
も
女
も
そ
れ
ぞ
れ
が
祭
り

で
は
「
粋
」
で
あ
る
。
そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

炊
き
出
し
な
ど
影
か
ら
支
え
て
く
れ
る
女
性
が
い
る
こ

と
。
す
べ
て
の
調
和
に
よ
っ
て
祭
り
は
成
り
立
っ
て
い
る
。

秋晴れには福智の緑と稲穂の黄
こ が ね

金、そして山笠の金
こん じ き

色が映える。
赤池、金田、神崎、熱を帯び燃えた十月、福智の祭り。
鬼が出る、獅子が舞う、山

や ま

笠がきしむ、人が沸く。
福智の祭りには、人々を興奮へといざなう
不思議としか言いようのないエネルギーがある。

其ノ二［映える三祭］

写真は、今年の白髪神社神幸祭（伊方）飯土井神社神幸祭（神崎）赤池統一
秋祭りで囃子方を務めた小松沙也加さん（右）と赤野麻里絵さん（ともに赤池）
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←
「
早
く
祭
り
ば
や
し
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、

ぜ
っ
た
い
山
笠
に
乗
り
た
い
」
と
語
っ
た

子
ど
も
た
ち
。
練
習
に
熱
が
こ
も
る
。

　
「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
夢
だ
っ
た
」「
う
ち

の
地
区
に
無
い
の
は
さ
み
し
い
」「
ぼ
く
も
山
笠

に
乗
り
た
い
」
山
笠
が
な
か
っ
た
南
木
地
区
と

太
陽
地
区
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
大
半
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
山
笠
へ
の
あ
こ
が
れ
を
口

に
す
る
。
そ
し
て
平
成
18
年
10
月
14
日
「
自
分

た
ち
の
山
笠
を
」
そ
の
念
願
が
つ
い
に
叶か

な

っ
た
。

　

き
っ
か
け
は
山
笠
の
土
台
、
南
木
地
区
が
福

丸
地
区
か
ら
譲
り
受
け
た
。
し
か
し
単
独
で
は

何
か
と
不
安
要
素
も
多
い
上
、
や
は
り
た
く
さ

ん
で
か
か
わ
っ
た
方
が
楽
し
い
し
、
心
強
い
。

け
た
が
、
長
年
の
夢
と
情
熱
を
胸
に
前
へ
進
ん

だ
。
行
き
詰
ま
っ
た
ら
話
し
合
い
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
は
実
績
あ
る
地
区
に
と
に
か
く
聞
い
て

回
っ
た
。
囃
子
方
は
短
期
間
で
集
中
練
習
、
期

日
前
に
は
深
夜
に
お
よ
ぶ
作
業
を
繰
り
返
し
た
。

　

そ
し
て
、
地
域
を
越
え
て
生
ま
れ
た
結
束
と
、

他
地
区
の
力
強
い
サ
ポ
ー
ト
を
得
て
、
試
行
錯

誤
の
末
に
南
陽
会
の
山
笠
は
建
っ
た
。
一
つ
の
目

標
に
向
か
っ
た
共
同
作
業
で
地
域
に
は
心
の
つ

な
が
り
が
生
ま
れ
た
。
迎
え
た
当
日
の
朝
、
出

発
す
る
人
も
見
送
る
人
も
頭
上
の
空
の
よ
う
に
、

晴
れ
や
か
で
す
が
す
が
し
い
表
情
だ
っ
た
。

そ
こ
で
南
木
地
区
が
、
隣
の
太
陽
地
区
に
合
同

で
山
笠
を
建
て
る
こ
と
を
提
案
。
太
陽
地
区
も

こ
れ
に
賛
同
し
た
。
会
の
名
前
は
「
南
陽
会
」、

南
木
地
区
と
太
陽
地
区
の
一
文
字
ず
つ
を
と
り
、

平
成
17
年
の
春
に
、
少
数
で
発
足
し
た
。

　

山
笠
に
は
多
大
な
費
用
と
労
力
、
時
間
が
必

要
に
な
る
。
準
備
も
経
験
も
な
く
、
何
も
わ
か

ら
な
い
ま
ま
走
り
出
し
た
南
陽
会
は
、
幾
度
も

困
難
に
直
面
し
た
。
決
ま
り
事
・
衣
装
・
飾
り

付
け
・
電
飾
・
囃は

や
し子
・
ま
か
な
い
な
ど
、
数
え

た
ら
き
り
が
な
い
課
題
。
何
度
も
あ
き
ら
め
か

人形を据え、連日深夜までの作業が続く。何度も繰り返した電飾の作業
㊧。装飾と安全面で貢献、南陽会の文字がきらめく巻き込み防止板㊨。

↑愛情こもった手料理で、南陽会を支え続けた女性たち。地
域の願いがかなった出発当日、手つきも軽やかに笑顔も弾む。

←
青
空
の
下
で
「
南
陽
会
」
の
文
字
を
背
負
い
、
誇
ら

し
げ
に
山
笠
を
掻
く
。
南
木
と
太
陽
、
こ
の
日
、
新
た

な
山
笠
と
地
域
を
越
え
た
き
ず
な
が
生
ま
れ
た
。

　右も左もわからないゼ
ロからのスタート、苦労も
たくさんありました。そん
なわたしたちに何から何ま
で指導してくれた地域（特
に神崎地区・平原）の山
笠関係者に心から感謝し
ています。「自分たちの山笠を」という長年の夢が、
いま実現しました。今日から事故のないよう、最
後まで気を引き締めていきたいと思います。

    近藤 家充 会長（南木）
　出発の朝。 南陽会山笠

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ　

初
め
て
の
山
笠　

  

南
木
、太
陽
、両
地
区
合
同
で
発
足
し
た
「
南
陽
会
」
の
初
参
加


