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一
八
九
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治
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）
年
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が
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現
在
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山
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す
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年
十
月
、
丘
珠
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。
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。
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近
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縦
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二
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天
狗
、
般
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各
一
人

丘
珠
獅
子
舞
の
構
成

1892（明治25）年
　丘珠に獅子舞の諸道具が持ち込まれる
　丘珠神社創建に合わせ丘珠獅子舞奉納

1905（明治38）年
　札幌神社（現北海道神宮）に獅子舞奉納

1965（昭和40）年
　「丘珠獅子舞保存会」発足

1971（昭和46）年
　第11回冬季オリンピック札幌大会開催の
　100日前行事に出演

1974（昭和49）年
　札幌市無形文化財第1号に指定

1984（昭和59）年
　北海道文化財保護協会保護功労者賞受賞

1985（昭和60）年
　財団法人 沖永文化振興財団
　地域文化活動事業奨励賞受賞

1986（昭和61）年
　第1回アジア冬季競技大会閉会式に出演

2007（平成19）年
　FISノルディックスキー世界選手権
　札幌大会レセプションに出演

2011（平成23）年
　丘珠獅子舞伝承120年を迎える

丘珠獅子舞保存会の皆さん（昨年
9月）。保存会発足前、獅子舞に
携わる人は「獅子連中」と呼ばれた。


