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　稲
穂
が
実
り
、
辺
り
一
面
が
稲
の
匂
い
に
包

ま
れ
る
こ
ろ
、
小
松
・
妙
口
原
の
獅
子
舞
ま
つ

り
が
始
ま
り
ま
す
。

　獅
子
舞
は
、
長
い
歴
史
を
持
ち
、
日
本
を
代

表
す
る
民
俗
芸
能
の
一
つ
で
す
。
当
市
で
は
20

前
後
の
地
域
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、
な

じ
み
の
な
い
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　妙
口
原
の
獅
子
は
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
に

始
ま
り
、
分
か
る
範
囲
で
３
回
休
止
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
た
び
に
若
者
た
ち
が
立
ち

上
が
り
、
現
在
ま
で
残
し
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ

完
全
に
途
絶
え
る
こ
と
な
く
復
活
を
遂
げ
て
き

た
の
か
、
地
域
の
方
々
の
思
い
に
迫
り
ま
す
。

　妙
みょうぐちはら

口原
　小松町石根地区　　　　　
　いよ小松インター
　チェンジ付近

里
に
舞
う

あ
ば
れ
獅
子

〜
地
域
を
つ
な
ぐ
伝
統
の
復
活
と
そ
の
後
〜
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悪
魔
を
払
う
獅
子
の
舞
い

　
獅
子
舞
は
、
奈
良
時
代
に
大
陸
か

ら
日
本
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
祭
礼
で
神
幸
行
列
に
加
わ
っ
た

り
、
地
区
内
の
家
々
を
回
っ
て
庭
先

で
舞
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
悪
魔
払

い
を
期
待
さ
れ
て
い
た
芸
能
で
す
。

　
妙
口
原
を
含
む
周
桑
地
域
で
は
、

複
数
人
が
「
ゆ
た
ん
」（
獅
子
の
胴

体
の
布
）
に
入
る
「
ム
カ
デ
獅
子
」

が
伝
わ
り
ま
す
。「
な
ぶ
り
こ
」
と

い
う
獅
子
を
操
る
役
が
付
く
こ
と
が

多
く
、
獅
子
の
頭
を
上
下
左
右
に
激

し
く
振
り
、
足
を
大
き
く
振
り
上
げ

る
舞
い
方
か
ら
、
あ
ば
れ
獅
子
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。

終
戦
後
の
最
初
の
復
活

　
妙
口
原
の
獅
子
舞
は
、
戦
時
中
の

休
止
を
経
て
、
昭
和
23
年
に
復
活
。

「
年
寄
り
の
人
ら
が
『
赤
堀
君
、
獅

子
を
は
じ
め
ぇ
や
』
っ
て
言
う
て
き

た
ん
よ
ね
」
と
、
当
時
の
復
活
に
尽

力
し
た
赤
堀
保
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

「
妙
口
の
獅
子
舞
が
分
か
ら
ん
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
し
ら
が
生
き

と
る
間
に
踊
り
方
や
な
ん
や
教
え
た

る
け
ん
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
、
赤

堀
さ
ん
は
復
活
を
決
め
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
に
な
ぶ
り
こ
と
獅
子
を
務

め
た
青
野
克
之
さ
ん
は
「
昔
は
ま
つ

り
の
他
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
け

ん
、
地
域
が
一
つ
に
な
れ
た
ん
よ
」

と
話
し
ま
す
。「
獅
子
の
舞
い
は
ほ

ん
ま
激
し
か
っ
た
。
暴
れ
て
い
る
よ

う
な
ね
。
教
え
る
方
も
『
ほ
な
な
ん

じ
ゃ
い
か
ん
か
ろ
が
』
っ
て
う
る
さ

か
っ
た
ん
よ
」。
赤
堀
さ
ん
も
「
太

鼓
の
リ
ズ
ム
は
変
わ
ら
ん
け
ど
、
昔

の
方
が
獅
子
が
地
べ
た
を
ほ
う
と
っ

た
ね
」
と
動
い
て
み
せ
ま
す
。
な
ぶ

り
こ
に
付
い
て
い
く
際
は
、
う
さ
ぎ

跳
び
の
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
も
。

今
の
舞
い
手
が
「
無
理
」
と
音
を
上

げ
る
よ
う
な
激
し
さ
は
、
地
域
が
ま

つ
り
一
色
で
、
獅
子
役
を
交
代
す
る

人
数
も
た
く
さ
ん
い
た
か
ら
こ
そ
、

で
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
年
寄
り
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
ん

を
、
よ
う
今
に
伝
え
ら
れ
た
な
ぁ
」

と
赤
堀
さ
ん
。「
も
っ
と
過
去
に
も

途
切
れ
た
こ
と
は
あ
る
や
ろ
な
。
で

も
『
後
世
に
伝
え
な
い
か
ん
』
と
立

ち
上
が
っ
た
人
が
ず
っ
と
お
っ
た
ん

や
と
思
う
」
と
話
し
ま
す
。

赤堀　保
たもつ

さん

青野克
かつゆき

之さん

激
し
く
舞
っ
た
戦
後
の
獅
子

終戦後、復活の際の写真。五穀豊穣を
願う「たねまき」の舞いの最中

まつり１日目、地区内の家で舞う獅子となぶりこ
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２
度
目
、
そ
し
て
３
度
目
の
休
止

　
昭
和
40
年
ご
ろ
、
獅
子
は
再
度
休

止
し
ま
す
。
ま
つ
り
を
支
え
る
人
手

不
足
が
原
因
で
し
た
。
復
活
し
た
の

は
昭
和
50
年
代
。
当
時
の
40
歳
代
の

方
々
が
中
心
と
な
り
「
妙
口
原
獅
子

舞
保
存
会
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
前
回
の
復
活
時
に
青
野
さ
ん
と
一

緒
に
な
ぶ
り
こ
を
務
め
た
故
・
近
藤

昌ま
さ
ゆ
き幸

さ
ん
が
、
裏
方
か
ら
指
導
ま
で

を
一
手
に
担
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
平
成
20
年
、
昌
幸
さ
ん
が
体
調
を

崩
し
、
指
導
を
引
き
継
ぐ
人
が
い
な

か
っ
た
た
め
、
３
度
目
の
休
止
に
。

昌
幸
さ
ん
の
弟
の
近
藤
章
司
さ
ん
は

「
後
継
者
の
育
成
が
で
き
て
な
か
っ

た
。
や
け
ん
、
人
が
お
ら
ん
く
な
っ

て
自
然
消
滅
に
な
っ
て
し
も
た
」
と

当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

全
員
が
ま
つ
り
の
支
え
手
に

　
平
成
25
年
、
５
年
間
の
休
止
を
経

て
、
地
域
の
若
者
が
中
心
と
な
っ
て

獅
子
舞
を
復
活
さ
せ
ま
す
。

　
今
年
で
復
活
後
７
年
目
。
練
習
や

準
備
に
は
、
子
ど
も
も
大
人
も
、
妙

口
原
に
住
む
多
く
の
人
が
集
ま
り
ま

す
。
章
司
さ
ん
も
「
復
活
の
と
き
、

関
わ
る
子
ら
に
『
全
員
に
何
ら
か
の

役
を
持
っ
て
集
ま
っ
て
も
ら
わ
な
』

っ
て
言
う
た
ん
よ
。
兄
貴
を
見
よ
っ

て
、
ま
つ
り
は
１
人
が
抱
え
と
っ
た

ん
で
は
続
か
ん
と
思
っ
た
。
１
人
が

ダ
メ
に
な
っ
て
も
、
カ
バ
ー
で
き
る

よ
う
に
せ
な
い
か
ん
。
そ
ん
な
こ
と

言
う
た
け
ん
、
俺
も
今
、
来
と
ん
よ

ね
」
と
慣
れ
た
手
付
き
で
、
獅
子
の

飾
り
を
縫
い
付
け
て
い
ま
し
た
。

　「
住
み
や
す
い
ん
は
、
ま
ち
の
方
。

で
も
獅
子
が
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
妙

口
原
に
家
を
建
て
て
戻
っ
て
き
て
く

れ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
か
」
と
章
司
さ

ん
。「
こ
こ
が
地
元
」
と
い
う
意
識

を
自
分
や
子
ど
も
た
ち
に
根
付
か
せ

て
く
れ
る
の
は
、
地
域
の
ま
つ
り
だ

と
思
う
、
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

全
員
で
支
え
る
地
域
の
ま
つ
り
に

近藤章
しょうじ

司さん

６７

５

２

４

３ １

１.子どもたちに振り付けを教える現代表の近藤啓司さん。「練習中はどうしても厳しくなる」と真剣な表情　２.難しい足の動きを足形
を使って確認中　３.大人たちから獅子の手や足の動きを教わる　４.週に３回の練習には毎回15～30人が集まる　５.「僕も踊りたい！」
と教えてもらって振りをまねる　６.ぼんれんの高さやタイミングをそろえる　７.休憩中も真面目な表情で先輩たちを見つめて練習

２ １
１.教わりながら、子獅子の頭の飾り付け　
２.章司さんお手製の装置で、ぼんれん作り
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「
誇
り
・
自
信
」
を
持
っ
て
も
ら
う

機
会
に
も
し
た
か
っ
た
。

―
―
今
後
の
展
望
は
。

崇
　
子
ど
も
ら
の
草わ

ら
じ鞋

や
な
ん
か
も

自
分
ら
で
作
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

ま
つ
り
に
関
わ
る
い
ろ
ん
な
こ
と
を

俺
ら
で
継
承
し
て
い
け
た
ら
、
よ
り

一
層
、
愛
着
が
湧
く
や
ろ
な
っ
て
。

あ
と
は
、
地
域
の
人
が
顔
を
合
わ

啓
　
途
切
れ
た
も
の
を
復
活
さ
せ
た

か
ら
に
は
、
長
く
続
い
て
い
っ
て
ほ

し
い
。
今
の
子
た
ち
が
継
い
で
い
っ

て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
ね
。

せ
ら
れ
る
場
所
と
し
て
大
切

に
し
て
い
き
た
い
な
。

清
　
ま
つ
り
は
楽

し
ん
だ
も
ん
勝
ち
。

引
っ
越
し
て
き
た
人
で
も

参
加
し
て
み
よ
か
な
、

っ
て
思
え
る
環
境
を

維
持
し
て
い
き
た
い
。

佐
　
僕
は
こ
こ
の
獅
子
が

好
き
。
子
ど
も
た
ち
に

も
そ
う
思
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
、
未
来
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
と
思
う
な
。

大
人
に
な
っ
て
か
ら
気
が
付
い
た

獅
子
へ
の
思
い

―
―
子
ど
も
の
頃
や
、
休
止
前
の
思

い
出
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

近
藤
啓
司
さ
ん
（
以
下
、
啓
）　
僕

は
小
さ
い
頃
か
ら
見
て
て
「
し
た
い

し
た
い
！
」
と
思
っ
て
た
か
ら
、
楽

し
か
っ
た
な
。
で
も
高
校
生
に
な
っ

た
ら
、
下
の
子
ら
が
誘
っ
て
く
れ
て

も
「
獅
子
は
か
っ
こ
悪
い
」
っ
て
、

断
る
よ
う
に
な
っ
て
た
ね
。

佐
伯
祥
吾
さ
ん
（
以
下
、
佐
）　
僕

は
大
人
に
な
っ
て
も
参
加
し
て
た
。

で
も
当
日
だ
け
で
、
裏
方
や
指
導
を

や
る
っ
て
気
持
ち
は
な
か
っ
た
な
ぁ
。

―
―
休
止
中
や
復
活
時
の
思
い
は
。

清
水
桂
二
さ
ん
（
以
下
、
清
）　
や

り
た
い
気
持
ち
は
ず
っ
と
あ
っ
た
よ
。

休
止
の
前
年
に
、
次
の
年
は
自
分
の

子
が
な
ぶ
り
こ
す
る
前
で
獅
子
を
振

る
ん
や
っ
て
、
楽
し
み
に
し
て
た
。

け
ど
無
く
な
っ
て
し
も
た
。
毎
年
ま

つ
り
の
時
期
は
、
同
級
生
と
「
今
ご

ろ
は
獅
子
し
よ
っ
た
の
に
な
」
っ
て

話
し
よ
っ
た
な
。

近
藤
崇
司
さ
ん
（
以
下
、
崇
）　
た

ま
た
ま
若
手
で
集
ま
っ
た
時
に
「
復

活
さ
せ
よ
や
！
」
っ
て
な
っ
て
、
翌

年
に
は
み
ん
な
で
復
活
さ
せ
た
ね
。

「
今
復
活
さ
せ
て
く
れ
ん
な
ら
獅
子

の
頭
捨
て
る
」
っ
て
く
ら
い
の
覚
悟

で
挑
ん
だ
。
地
元
の
人
ら
み
ん
な
に

喜
ん
で
も
ら
え
る
ま
つ
り
に
し
た
い

か
ら
、
み
ん
な
に
負
担
が
か
か
ら
ん

よ
う
に
気
を
付
け
た
ね
。

未
来
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
に

で
き
る
こ
と
を

―
―
代
表
の
時
に
苦
労
し
た
こ
と
、

意
識
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

崇
　
全
部
し
ん
ど
か
っ
た
。
覚
え
と

る
舞
い
が
正
し
い
か
分
か
ら
ん
か
ら

み
ん
な
で
記
憶
を
突
き
合
わ
せ
た
。

裏
方
も
片
っ
端
か
ら
帳
簿
に
目
を
通

し
て
、
上
の
世
代
の
話
を
聞
い
て
、

何
と
か
や
っ
た
ん
よ
。
あ
と
「
当
日

だ
け
行
け
ば
い
い
」
っ
て
雰
囲
気
を

変
え
た
か
っ
た
か
ら
、
練
習
か
ら
大

人
に
も
来
て
も
ら
っ
て
、
み
ん
な
で

関
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
し
た
ね
。

佐
　
地
域
外
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極

的
に
参
加
す
る
よ
う
に
し
た
か
な
。

僕
が
子
ど
も
の
頃
は
だ
ん
じ
り
の
ま

つ
り
に
負
け
て
る
っ
て
感
じ
て
た
。

だ
か
ら
、
獅
子
を
知
ら
ん
人
た
ち
に

も
僕
ら
の
ま
つ
り
を
知
っ
て
も
ら
い

た
か
っ
た
ん
よ
ね
。
発
表
の
場
を
増

や
す
こ
と
で
、
な
ぶ
り
こ
の
子
ら
に

途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
け
た
い

子
ど
も
の
頃
か
ら
獅
子
や
な
ぶ
り
こ
を
経
験
し
、
復
活
後
７
年
間
の

代
表
を
担
っ
て
き
た
４
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
聞
き
ま
し
た
。

歴
代
の
代
表
座
談
会

練習最終日には、保護者を含め、約50人が
集会所に集まった

平成４年。代表たちが子どもの頃
の獅子舞の様子

２代目代表

清水桂
けいじ

二さん
４代目代表

近藤啓
けいじ

司さん

３代目代表

佐伯祥
しょうご

吾さん
初代代表

近藤崇
たかし

司さん
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　妙口原では、家内安全や無病息災、五穀豊穣を願い、地区の100軒余りを２日
かけて回ります。いつからどのようにまつりが始まったのか定かではありま
せんが、集会所には約170年前から引き継がれる獅子頭が保存されています。
小松地域には他に石鎚村・諏訪神社で奉納される獅子舞も。小松音頭の
一節には「野には黄金の豊かなみのり　そうれ繰り出せあばれ獅子」と
あり、地域の秋の風景として獅子が根付いていることがうかがえます。

約170年前の獅子頭▼

雄には水色、雌

には桃色のなぶ

りこが付きます

（左から）長田悠
ゆ う ま

馬さん・
今井大

だ い き

輝さん・今井利
り ひ ろ

優
さん・清水 嵐

らん

さん

（右から）戸田来
ら い む

夢さん・
曽我佳

よ し の

叶さん・和田桃
も も こ

子
さん・戸田泰

た い ち

地さん

なぶりこで
参加

利優さん　今年が初めて。練
習はずっと楽しくできたし、
家でもたくさん練習してまし
た！　来年はきっと完璧に踊
れるし、絶対続けます！

雄雌の２頭。ゆたんの中に中学生以上の５人が入り、
先頭が頭を振る。後ろは両手で布を張り、頭に合わ
せて足を躍らせる。

木札　
みんなでおそ
ろい。裏には
名前入り。

　獅子の前に立ち、太鼓や笛に合わせ獅
子をなぶりながら舞う。獅子１頭に対し
１人が付く。今年は小学２～５年生の８
人が交代で舞いを披露。

ぼんれん　獅子を操る房の
付いた棒。今年は子どもた
ちも制作に参加。

着物・草鞋　地域の方の手作り。

なぶりこ

獅子（親）

ゆたん（布）　頭周辺にはたてがみ、
胴には獅子の毛を表す「毛

けまんもん
卍文」

があしらわれる。

中にはおそろい
の「獅子Ｔ」を
着ています！

妙
口
原
の
獅
子
舞
と
な
ぶ
り
こ
を
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

来夢さん　１年生から始めて
今年で５年目です。なぶりこ
も楽しいけど、来年の子獅子
も楽しみ。中学生や高校生に
なっても続けたいです。

獅
子
の
ア
レ
コ
レ
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最初は反対。
でも今は、人とつながれる場がうれしい

清さん　復活させるって聞いたときは、がっつ
り反対した。穂高が小学校低学年だったから、
練習あるし、大変やもん。でも、子ども同士の
つながりを考えて参加することにしたんよね。
今でも続けてるんは、やっぱり楽しいからなん
かな。中学生になった息子と一緒に獅子を振れ
るんもうれしいしね。まつりをしてなかったら
地域の顔見知りはすごく少なかったと思う。こ
ういった場はやっぱり大切なんやと思ったね。
穂高さん　いつも大人も子どもも一緒にわいわ
いできて楽しいです。将来就職するときも、こ
こに帰ってきて、獅子をやりたいと思います。

笑顔で受け入れてくれたから参加できた

光司郎さん　出身は松山で、今年、妻と息子２
人と西条市に引っ越してきました。おまつりが
ない地域を希望して、妙口原に。そしたら、だ
んじりはなかったけど、獅子舞があったんです
よね。でも子どもらが過ごしていくまちのこと
だから、親の僕が付き合いを断ち切ってたらい
けないと思って、思い切って参加。飛び込んで
みたら、すごくアットホームに受け入れてくれ
て、それがうれしかったです。来年は長男の龍
之介が小学２年生。本人が希望するなら、なぶ
りことして舞ってみてほしいですね。

（左から）今井智
と も き

輝さん・
戸田幸

こ う た

太さん・曽我侑
た す く

功さん

３人　初めての獅子。みんなで合わ
せるんが難しかったけど、親獅子に
負けない迫力で舞えました。来年か
らは親獅子に入るし、もっとがんば
りたい。子獅子も来年の子たちに引
き継いでいってもらいたいな。

獅子・子獅子・なぶりこ、
それぞれの舞い手の思いを
教えてもらいました。

子獅子で参
加

獅子で参加

獅子で参加

胴には４人が入り、親獅子
の間で舞う。なぶりこを引
退した６年生３人が、今年
雌の１頭を復活させた。

子獅子

舞い

頭　制作：昭和59年。手すき和紙が幾重にも貼り合
わされ、重量は約３キロ。頭の持ち手は疲労が激し
いため、舞いの途中で何度も交代する。

全８曲。なぶりこと獅子が向
かい合うものと、引き連れて
舞うものを組み合わせるな
どして披露。８曲目は「た
ねまき」（３ページ左上に
写真を掲載）。

村上 清
きよし

さん（右）
・穂
ほ だ か

高さん

田村光
こうじろう

司郎さん
（右）・龍

りゅうのすけ

之介さん

舞い手の声

頭　制作：昭和60年。
親獅子に比べると小ぶり。
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　獅子が復活して、地域が一
つにまとまったような気がし
ます。お手伝いできることは
せななって、お昼のおにぎり
を作ってます。ずっと続いて
いくように、縁の下の力持ち
として支えていきたいね。

　息子らが小さい頃は「子ど
ものためにやっちゃらないか
んなぁ」と思ってたけど、今
は孫たちがなぶりこや獅子を
するんが楽しみやね。地域を
つないでいくために、じぃら
もまだまだがんばるよ。

（左から）佐伯義
よしあき

明さん・近藤
章司さん・塩崎静

し ず お

雄さん

婦人会の皆さん
　自分も昔、獅子しよったか
ら、活気があるんがうれしい
ね。妙口原の秋といえば獅子
舞やから、休止のときは、稲
刈りだけで秋が終わってしも
て寂しかった。これからも長
く続いてってほしいよね。

　
10
月
12
日
・
13
日
、
８
人
の
な
ぶ
り
こ
と
３
頭
の
獅
子
で
、
妙
口
原

の
1
0
9
軒
を
回
り
ま
し
た
。
当
日
は
、
舞
う
子
ど
も
や
大
人
に
も
、

舞
い
を
見
る
地
域
の
人
た
ち
に
も
、
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　練習の２カ月は付き添って、
当日は一緒に回って、ずっと
大変やけど「楽しい」って気
持ちの方が大きい。だから、
一緒にやっていられる。一体
感と達成感が、疲れを吹き飛
ばしてくれるんよね。

妙
口
原
に
響
い
た
笑
い
声

足利好
よしいち

一さん

（左から）曽我加
か な み

奈美さん・
清水千

ち え

恵さん

獅子が舞う里に住む　それぞれの思い

お母さん

地域の方 婦人会

おじいちゃん

１.舞いの最後には獅子のゆたんを勢い良く外す。「やりきった！」とこの表情　２.笑顔で踊り
きった、今年でなぶりこは最後となった５年生の２人　３.「今年も見られて良かった」と、獅子
となぶりこの舞いに笑顔がこぼれる　

３

１

２

QRコード
から獅子舞
の動画が見
られます。

09 広報さいじょう　2019. 12

残
し
た
い
の
は

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場

　「
復
活
時
、
１
軒
１
軒
回
る
ん
を

や
め
る
案
も
出
た
」
と
話
す
初
代
代

表
の
崇
司
さ
ん
。
け
れ
ど
「
ま
つ
り

は
妙
口
原
み
ん
な
が
一
堂
に
集
ま
る

同
窓
会
。
年
代
性
別
な
く
、
妙
口
原

に
住
ん
で
る
っ
て
い
う
つ
な
が
り
で

一
体
感
を
感
じ
た
い
」
と
い
う
思
い

か
ら
、「
地
域
全
て
の
家
を
回
る
こ

と
」
は
譲
ら
な
か
っ
た
そ
う
。「
年

に
１
回
、
ま
つ
り
で
し
か
会
わ
ん
人

も
お
る
。
舞
う
の
で
も
、
見
る
の
で

も
、
ど
う
い
う
関
わ
り
で
も
い
い
。

地
域
の
人
ら
と
顔
を
合
わ
せ
ら
れ
る

場
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
い
き

た
い
」
と
目
を
細
め
て
い
ま
し
た
。

引
き
継
が
れ
て
い
く

舞
い
手
の
思
い

　
獅
子
を
見
な
が
ら
舞
う
な
ぶ
り
こ

た
ち
か
ら
は
「
大
人
に
な
っ
て
も
続

け
た
い
！
」
と
元
気
な
声
が
返
っ
て

き
ま
す
。
大
人
た
ち
の
「
妙
口
原
の

獅
子
を
誇
っ
て
ほ
し
い
」「
つ
な
い

で
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
は
、

確
実
に
次
の
代
へ
受
け
継
が
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
地
域
と
世
代
を
つ
な

ぐ
獅
子
は
、
思
い
を
背
負
い
、
こ
れ

か
ら
も
力
強
く
舞
い
続
け
ま
す
。

４.２日間太鼓を担当。なぶりこ経験者の太鼓ガールズ　５.集会所前での披露には地域の人がたくさん集まる　６.舞いの中では獅子
に向かって思いっきりぼんれんを振る　７.「子どもたちに喜んでもらえれば」と、毎年おもてなしをする家も　８.ゆたんがめくれる
ほどに激しく舞う獅子　９・10.まつり終了後の打ち上げでは、２日間の映像をみんなで鑑賞。「これはようやった！」と笑い声が響く

５

８ ７

６９10

４
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