
日
時

　
11
月
２
日
㈮
13
時
〜

　
　
　
３
日
㈷
12
時
〜

場
所

　
高
倉
日
枝
神
社
ほ
か

問
合
先

　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
文
化
財

担
当（
☎
２
８
５
・
２
１
９
４
）

　
み
の
り
の
秋
が
来
た
。

　
今
年
も
ま
た
獅
子
舞
の
笛
の
音

が
、
高
倉
の
人
々
の
心
根
と
共
に

青
空
高
く
響
き
わ
た
る
。

　
…
ヒ
ー
ヒ
ャ
ー
、
ヒ
ー
ヒ
ャ
、

　
ヒ
ャ
リ
ホ
ー
…

　
戦
後
、
県
下
で
二
百
を
数
え
た

獅
子
舞
も
、
今
で
は
大
部
分
が
中

断
さ
れ
、
市
内
で
も
高
倉
だ
け
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
高
倉
の
三
頭
の
獅
子
だ
け
が
残

っ
て
、
老
若
の
保
存
会
の
人
々
に

守
ら
れ
、
頭
を
振
り
、
た
て
が
み

を
ひ
る
が
え
し
奮
闘
し
て
い
る
。

高
倉
獅
子
舞

2

特集　高倉獅子舞

　
負
け
る
な
男
獅
子
、

　
が
ん
ば
れ
女
獅
子
、

　
ヒ
ー
ヒ
ー
シ
ャ
シ
ャ
リ
ホ
…

高倉獅子舞の構成

三頭立ての獅子舞で、ササラ獅子とも呼ばれています。万
まんどう

灯、貝吹き（ほら貝を吹く）、
天狗、花

はながさ

笠、はいおい（軍配を持って案内する）、前
ま え じ し

獅子（男
お じ し

獅子）、中
な か じ し

獅子（女
め じ し

獅子）、
後
あ と じ し

獅子（男獅子）、笛吹き、歌うたいなどです。

花笠
｢ささらっ子｣ と
も言います。四人
の童子が女装しま
す。
振 袖の着物に黒
足袋、紅白の鼻緒
の草履をはき、手
にササラ（古楽器）
を持って、花笠を
かぶります。

はいおい
陣羽織と「たっつ
け」を着て、赤い
たすきをかけ、鉢
巻きをし、黒足袋
にわらじをはきま
す。右手に軍配、
左手に采配を持
ちます。
獅 子を導 いたり
励 ましたりしま
す。

前獅子
前方の獅子で、獅
子頭は白

びゃくだん

檀塗りで
金色の宝珠を頭上
にのせ、眉毛、歯
が金色に塗られて
います。 
角は白檀と朱のら
せん模 様の棒角
で、頭髪は鳥の毛
が付いています。

中獅子
女獅子です。
獅子頭は朱塗り
で金色の宝珠を
頭上にのせ、歯
が黒く塗られて
います。
眉毛は馬の毛で
作られ、角はな
く、頭髪は馬の
毛が付いていま
す。

後獅子
後 方 の 獅 子 で、
獅子頭は黒塗り
で金の宝珠を頭
上にのせ、眉毛、
歯が金で塗られ
ています。
角は金と黒のら
せん模様の棒角
で、頭髪は鳥の
毛が付いていま
す。
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高
倉
獅
子
舞
の
歴
史

　
高
倉
獅
子
舞
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く

歴
史
あ
る
行
事
で
、
市
の
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
11
月
２
日
と
３
日
に
、
豊
作
感
謝
、

悪
疫
退
散
祈
願
の
た
め
、
高
倉
日
枝
神
社
・

稲
荷
神
社
・
高
福
寺
跡
で
、
獅
子
舞
が
奉

納
さ
れ
ま
す
。

　
獅
子
舞
は
、県
内
に
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、

一
つ
は
秩
父
を
源
流
と
す
る
山
岳
系
統
、
も

う
一
つ
は
川
越
を
中
心
と
す
る
平
野
系
統
で

す
。

　
高
倉
獅
子
舞
は
、
そ
の
二
つ
を
合
わ
せ

た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
、
美
し
い
笛
の
音

に
合
わ
せ
て
ク
ル
ウ（
舞
う
）色
鮮
や
か
な
獅

子
た
ち
は
、
見
る
も
の
を
魅
了
し
ま
す
。

　
現
在
で
は
、「
高
倉
獅
子
舞
保
存
会
」
が

結
成
さ
れ
て
お
り
、子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、

様
々
な
年
代
の
人
が
紡
い
で
い
く
、
ま
さ
に

“
伝
統
”
行
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
平
成
28
年
度
に
は
、
長
年
の
文
化
財
保

存
・
継
承
の
功
績
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人

日
本
善
行
会
「
秋
季
善
行
表
彰
」
を
受
賞

し
ま
し
た
。

　
こ
の
表
彰
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成
や
、

自
然
と
文
化
財
愛
護
な
ど
の
見
地
か
ら
功

績
が
認
め
ら
れ
る
個
人
・
団
体
を
表
彰
す

る
も
の
で
、
60
年
を
超
え
る
歴
史
を
持
つ

賞
で
す
。

獅
子
舞
の
見
ど
こ
ろ 

　
高
倉
獅
子
舞
の
構
成
は
、
前
ペ
ー
ジ
の

と
お
り
で
す
が
、
総
勢
30
数
人
と
い
う
大

人
数
で
、
二
日
間
、
高
倉
日
枝
神
社
を
中

心
に
周
辺
を
巡
り
歩
き
ま
す
。

　
獅
子
は
、
た
だ
笛
や
太
鼓
で
歩
き
回
る

だ
け
で
な
く
、
各
要
所
で
特
別
の
舞
踊
を

し
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
が
あ
り
、
時
に
は
激

し
く
舞
い
狂
う
所
作
を
し
ま
す
。

　「
女
獅
子
隠
し
」
は
、
三
頭
の
獅
子
が

仲
良
く
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
四
人
の
花

笠
が
四
方
か
ら
寄
り
集
ま
っ
て
、
女
獅
子

を
隠
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
狼
狽
し
た
二
頭
の
男
獅
子
は
、
花
笠
の

四
方
を
狂
っ
た
よ
う
に
探
し
回
り
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
、
前
獅
子
が
女
獅
子
を
探

し
出
し
、
一
緒
に
舞
い
踊
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
見
た
後
獅
子
は
、
嫉
妬
し
前
獅

子
と
の
間
に
女
獅
子
の
奪
い
合
い
が
始
ま

り
ま
す
。

　
こ
の
争
い
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
ま
す

が
、
次
第
に
怒
り
の
心
を
和
ら
げ
、
最
後

に
は
三
頭
で
仲
睦
ま
じ
く
戯
れ
な
が
ら
舞

い
踊
り
ま
す
。

伝
統
に
触
れ
る

　
躍
動
的
で
迫
力
が
あ
り
、
華
や
か
で
も

あ
る
高
倉
獅
子
舞
は
、
保
存
会
の
皆
さ
ん

が
練
習
を
積
み
重
ね
て
伝
統
を
守
っ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
今
も
変
わ
ら

ず
様
々
な
方
に
親
し
ま
れ
て
お
り
、
毎
年

た
く
さ
ん
の
見
物
人
が
訪
れ
ま
す
。

　
高
倉
獅
子
舞
に
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
、
鶴
ヶ
島
の
伝
統
行
事
に
触
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

4

高
倉
獅
子
舞
保
存
会
長
に
伺
い
ま
し
た

高
倉
獅
子
舞
の
魅
力 

　
か
な
り
動
き
が
激
し
い
、
腰
の
低
い
踊

り
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
地
域
は
、
獅
子

が
立
っ
た
ま
ま
太
鼓
を
叩
い
た
り
と
い
う

の
が
比
較
的
多
い
の
で
す
が
、
高
倉
獅
子

舞
は
、
大
き
く
動
く
中
で
太
鼓
を
叩
き
、

勇
敢
で
激
し
い
踊
り
で
す
。 

　
ま
た
、
三
頭
の
獅
子
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
が
、

と
て
も
美
し
い
の
も
特
徴
的
で
す
の
で
、

そ
の
表
情
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

　
獅
子
舞
は
、
男
獅
子
二
頭
に
よ
る
女
獅

子
の
取
り
合
い
の
物
語
で
す
。
前
獅
子
が

優
勢
だ
っ
た
り
、
後
獅
子
が
優
勢
だ
っ
た

り
と
、
そ
の
時
々
で
、
け
ん
か
を
す
る
様

子
を
見
て
い
た
だ
け
る
と
、
よ
り
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

伝
統
の
継
承

　
10
月
の
中
旬
か
ら
、
各
班
に
分
か
れ
て

準
備
を
始
め
ま
す
。
買
い
出
し
や
食
事
の
準

備
、
獅
子
の
踊
り
や
笛
吹
き
の
練
習
が
あ
り

ま
す
。
他
に
も
、
花
つ
く
り
や
、
わ
ら
じ
づ

く
り
な
ど
の
細
か
い
作
業
も
あ
り
ま
す
。

　
老
若
男
女
合
わ
せ
て
総
勢
１
０
０
人
を

超
え
る
方
た
ち
の
協
力
が
あ
り
、
高
倉
獅

子
舞
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
笛
の
練
習
は
年
間
を
通
し
て
若

い
人
を
集
め
て
練
習
を
し
て
お
り
、
力
を

入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
少
子
化
時
代
に
あ
っ
て
、
伝
統
行
事
を

次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、
鶴
ヶ

島
に
限
ら
ず
、
ど
の
地
域
で
も
難
し
い
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
高
倉
地
域
で
は
、
全
体
と
し
て
獅
子
舞

に
対
し
て
の
意
識
を
、
昔
と
変
わ
ら
ず
今

も
皆
さ
ん
が
持
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
他
の
地
域
か
ら
も
担
い
手
に

な
っ
て
く
れ
る
子
が
お
り
、一
生
懸
命
や
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
と
て
も
頼
も
し
く
、

う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
受
け
継
い
で
き
た
歴
史
と
伝

統
を
、
未
来
へ
つ
な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
の
高
倉
獅
子
舞

　
今
年
の
お
正
月
に
、
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク

で
行
わ
れ
た
出
初
式
に
初
め
て
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　

　
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
方
や
、
初
め
て

見
た
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
多
く

の
反
響
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
江
戸
時
代
か
ら
長
き
に
渡
り
引
き
継

が
れ
て
き
た
「
高
倉
獅
子
舞
」
と
い
う
伝

統
行
事
を
、
今
年
も
し
っ
か
り
と
皆
さ
ん

に
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
多
く
の
方
に
見
に

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

関
せ き ぐ ち ふ み お

口文雄さん

特集　高倉獅子舞
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を
、
今
年
も
し
っ
か
り
と
皆
さ
ん

に
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
多
く
の
方
に
見
に

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

関
せ き ぐ ち ふ み お

口文雄さん

特集　高倉獅子舞

5 Tsurugashima　2018.11




