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獅
子
舞
で
培
わ
れ
た
団
結

　

水
は
け
が
悪
く
、
幾
度
も
水
害

に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
し
て
冬
の

厳
し
い
寒
さ―

―
篠
路
烈れ

つ

々れ
っ

布ぷ

の
開
拓

は
、
現
在
で
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
過
酷
な
も
の
で
し
た
。
入
植

が
始
ま
っ
た
当
時
は
、
定
着
で
き
ず
去

っ
て
い
っ
た
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
と

い
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で

始
め
ら
れ
た
獅
子
舞
は
、
豊
年
鎮
火
の

祈
願
や
感
謝
を
託
す
も
の
で
あ
っ
た
と

と
も
に
、
開
拓
の
つ
ら
さ
を
癒い

や
し
、

入
植
者
同
士
の
団
結
を
強
め
る
も
の
だ

っ
た
、
と
篠
路
獅
子
舞
保
存
会
副
会
長

の
中な

か

西に
し

俊し
ゅ
ん

一い
ち

さ
ん
は
語
り
ま
す
。
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「
父
親
が
ず
っ
と
獅
子
舞
を
や
っ
て

い
る
の
を
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
見
て
き

た
の
で
、
私
に
と
っ
て
獅
子
舞
は
生
活

そ
の
も
の
で
し
た
。
十
五
歳
で
青
年
会

に
入
っ
て
、
ま
ず
胴
の
足
さ
ば
き
を
覚

え
ま
し
た
。
先
輩
に
教
わ
り
な
が
ら
何

年
か
練
習
を
積
ん
だ
後
、
よ
う
や
く
太

鼓
の
役
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
そ
ん
な
仲
間
同
士
の
伝
承
を
通

し
て
、
固
い
結
束
が
培
わ
れ
て
い
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

開
拓
時
の
希
望
や
苦
労
が
込
め
ら
れ

た
獅
子
舞
を
篠
路
烈
々
布
の
人
々
が
毎

年
欠
か
す
こ
と
な
く
続
け
、
北
区
の
貴

重
な
農
村
文
化
の
礎

い
し
ず
えが

築
か
れ
て
い
っ

た
の
で
し
た
。

舞
い
を
披
露
す
る
獅
子
取
り
の
堀ほ

っ

田た

頌し
ょ
う

満ま

君
（
左
）
と
阿あ

べ部
裕ゆ

う
す
け介
君
（
右
）。
今

年
の
舞
い
で
も
、
大
勢
の
地
元
の
人
た
ち
が
そ
の
勇
姿
を
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。

篠
路
神
社
境
内
ま
で
の
道
中
を
練
り
歩
く
は
や
し
衆
。
中
西
さ
ん(

前
列
左)

は
、
太
鼓
一
筋
に
五
十
年
。
気
合
い
の
入
っ
た
ば
ち
さ
ば
き
で
盛
り
上
げ
ま
す
。

　

一
説
に
は
古
代
イ
ン
ド
で
農
耕
民
の

神
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
た
ラ
イ
オ
ン
を

偶
像
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
獅
子
舞
は
、

中
国
か
ら
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
、
土

地
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
持
っ
て

い
ま
す
。
篠
路
獅
子
舞
は
、
富
山
県
に

そ
の
ル
ー
ツ
を
持
ち
、
明
治
三
十
四

（
一
九
〇
一
）
年
に
、
篠
路
烈
々
布
の
若

者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
始
め
ら
れ
ま

し
た
。
優
雅
な
舞
い
を
特
徴
と
す
る
と

こ
ろ
か
ら
「
雌
獅
子
」
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

一
方
、
同
じ
く
富
山
か
ら
伝
わ
っ
た

と
さ
れ
る
東
区
の
丘
珠
獅
子
舞
は
、
勇

壮
な
舞
い
で
あ
る
た
め
「
雄
獅
子
」
と

呼
ば
れ
、
篠
路
獅
子
舞
と
対
照
的
で
す
。

　

獅
子
舞
の
全
長
は
約
六
メ
ー
ト
ル
あ

り
、
胴
幕
の
中
に
は
獅
子
頭が

し
ら

と
尾
が
一

人
ず
つ
、
胴
が
六
人
の
合
わ
せ
て
八
人
。

ま
た
、
先
頭
に
「
獅
子
取
り
」
と
呼
ば

れ
る
二
人
の
子
ど
も
が
配
置
さ
れ
、
笛

や
太
鼓
、
鐘
な
ど
を
鳴
ら
す
は
や
し
衆

を
含
め
、
約
二
十
人
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
獅
子
に
頭
を
か
ん
で
も
ら
う
と

病
気
を
し
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

舞
い
が
終
わ
っ
た
後
に
は
、
子
ど
も
た

ち
に
「
獅
子
の
頭
が
み
の
儀
」
が
行
わ

れ
ま
す
。（
左
写
真
）

北区の伝統文化の一つ、篠
※①

路獅子舞。開拓の時代か
ら、日々の糧が与えられたことに感謝する儀式として、
毎年欠かすことなく続けられてきました。
今回は、篠路獅子舞の歴史と、その保存・伝承に取
り組んでいる人たちの活動を紹介します。

篠
路
獅
子
舞
に
つ
い
て

篠路獅子舞
受け継がれる伝統－
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