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　安源寺の秋祭りに舞う青獅子の起源
は、寛文5年(1665)の社殿再興祝賀
祭のころから行われたといわれ、伊勢
の御

お

師
し

系の芸能者から教わったものな
どと伝えられています。
　舞台での舞の演目は、少女が舞う
「豊

と よ さ か

栄の舞」、少年が舞う「赤獅子」、
青年が舞う「青獅子」へと続いていき
ます。青獅子は親が二人立ちの獅子、
子が一人の演技者となり、親の獅子頭
が板を２枚合わせた形で色が青いこと

　
安
源
寺
の
お
祭
り
は
、
私
が

小
さ
い
こ
ろ
は
青
森
や
秋
田
か

ら
馬
が
来
て
「
馬
市
」
な
ど
の

市
が
開
か
れ
、
1
週
間
ほ
ど
縁

日
行
事
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
近

隣
地
域
の
皆
さ
ん
が
楽
し
み
に

し
て
い
た
大
き
な
行
事
だ
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
昔
か
ら
伝
統
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
き
た
文
化
で
あ
り
、
青

獅
子
を
見
た
い
と
来
て
い
た
だ

く
方
も
い
る
こ
と
は
と
て
も
自

慢
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
今
で
は
人
口
の
減

少
に
伴
い
、
舞
い
手
が
少
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

人
手
を
確
保
す
る
の
は
と
て
も

苦
労
を
感
じ
ま
し
た
。
青
獅
子

の
曲
芸
の
よ
う
な
舞
や
迫
力
満

点
の
花
火
は
、
ほ
か
で
は
見
ら

れ
な
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
な

が
ら
、
こ
の
自
慢
の
伝
統
を
残

し
て
い
き
た
い
で
す
。
　

自
慢
の
伝
統
文
化
を

残
し
て
い
き
た
い

から青獅子と呼ばれています。
　赤獅子が終わり青獅子が始まると、
その口と尾につけた煙硝の筒に火が付
けられ、暗黒の舞台に火の波紋が激し
く揺れます。煙が充満する中を左右す
る獅子の動きは、怪物の様相を呈し、
観衆に固唾を呑ませます。
　また、青獅子の獅子頭は板獅子系で
ほかに見られないもので、親獅子が肩
車や横転など曲芸的なことも行う要素
と併せ、歴史的に大変貴重なものです。

➊右が親獅子で左が子獅子。➋肩車をした親獅子が
提灯を落とす。多くの提灯が落ちると五穀豊穣につ
ながるといわれている。➌、➍緊張した面持ちで赤
獅子を舞う少年たち。➎伝統を感じる豊栄の舞。

（安源寺区）

小
お う ち は ち ま ん

内八幡神社

青獅子

（市指定無形民俗文化財）
動画を視聴できます

【氏子総代長】

高
た か み さ わ

見澤　武
つよし

さん
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神社名：小内八幡神社

神社D
（ デ ー タ ）

ATA

住所：安源寺 572 番地
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祭
り
を
通
し
て
み
て
、
人
手
を

集
め
る
こ
と
や
、
祭
り
の
道
具
を

修
理
し
な
が
ら
大
事
に
使
わ
な
く

て
は
い
け
な
い
こ
と
は
と
て
も
大

変
で
し
た
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て

自
慢
の
鬼
獅
子
を
、
地
域
の
皆
さ

ん
の
協
力
の
お
か
げ
で
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
今

は
と
て
も
達
成
感
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
鬼
獅
子
は
、
舞
う
内
容
が
毎

年
違
い
、
そ
の
年
で
な
い
と
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
舞
が
あ
り

ま
す
。ま
た
、二
日
目
に
は
、「
サ

サ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
役
を
子
ど

も
達
が
演
じ
る
な
ど
、
見
ど
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
ぜ

ひ
直
接
見
に
来
て
い
た
だ
き
迫

力
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。

　
こ
の
地
域
に
と
っ
て
の
伝
統

芸
能
で
あ
る
鬼
獅
子
を
、
地
域

の
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら
後

世
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。

　日和山神社で舞う迫力溢れる鬼獅子の舞―。こ
の鬼獅子の起源について断定されてはいませんが、
代々伝わる獅子舞の道具に天保年間の記載があった
ことから、天保年間(1830 ～ 44 年)にはすでに獅
子舞が行われていたのではないかと考えられます。
　全体を通した獅子舞の所要時間は、約２時間 40
分であり、お囃子には三味線が使われ、「神楽」、「鈴
神楽」、「持

も ち こ み

込神楽(ササラ)」、「鬼獅子」、「太
た ち

刀神
楽」、「伊勢神楽」、「正

しょうだい

大神楽」の７つの舞が違った
ストーリーを表現しています。なお、秋祭り当日は、
その年に舞う内容をその中から選び、最後に鬼獅子
の舞が行われます。
　出てくる鬼は面を着けず、体中に赤や黒の化粧を
し、手には金棒を持ち、腰に腰みのという衣装を身
に着けます。鬼が出てくるのは、南信を除き全県的
にも珍しく、恕声を発して飛び上がり獅子に立ち向
かう場面は殺気すら感じ、会場は熱気に溢れます。

（草間・日和区）

日
ひ よ り や ま

和山神社 鬼獅子

（市指定無形民俗文化財）

皆
さ
ん
で
協
力
し
な
が
ら

後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い

➊２日目には「➋夜宮で大
人が演じたササラの役」を
子供たちが演じる。顔には
さまざまな模様が描かれ、
緊張しながら出番を待つ。
➌伝統のお囃子を守り継承
する保存会の皆さん。

春
すのはら

原　勇
いさむ

さん

動画を視聴できます

１ ２

３

神社名
日和山神社

神社D
（ デ ー タ ）

ATA

住所
草間 616 番地

【氏子総代長】


