
特　集

上・週2回烈々布会館で行われ
る練習の様子。獅子頭の動き
に合わせて舞いの形を確認す
る獅子取りの河

かわ

上
かみ

風
ふう

雅
が

君（中
央）と古

ふる

内
うち

航
こう

紀
き

君（右）。

右・横笛を吹く山
やま

下
した

由
ゆ

佳
か

さん
（中央）は初めての女性メン
バー。「篠路獅子舞の伝統を担
うことに、とてもやりがいを
感じています」

　

か
つ
て
烈
々
布
と
呼
ば
れ
て
い
た
場

所
は
、
北
区
と
東
区
に
ま
た
が
る
旧
琴

似
川
・
丘
珠
川
流
域
周
辺
に
当
た
り
、

三
つ
の
地
名
が
あ
り
ま
し
た
（
左
地
図
）。

こ
の
う
ち
、
現
在
の
北
区
に
含
ま
れ
る

地
域
が
篠
路
烈
々
布
で
す
。

　

烈
々
布
と
い
う
地
名
の
由
来
は
は
っ

き
り
と
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ア
イ

ヌ
語
で
「
ハ
ン
ノ
キ
の
多
く
茂
る
と
こ

ろ
」「
道
で
切
ら
れ
た
川
」
な
ど
諸
説

が
あ
り
、
い
ず
れ
も
開
拓
当
時
の
こ
の

地
域
の
特
徴
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
「
太
平｣

「
上
篠
路
」「
百
合

が
原
」
な
ど
と
改
称
さ
れ
て
か
ら
も
、

町
内
会
や
地
区
会
館
な
ど
に
そ
の
名
を

と
ど
め
て
い
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

　

「
篠
路
烈
々
布
百
年
」

　
　
　

篠
路
烈
々
布
開
基
百
年
協
賛
会

　

「
烈
々
布
獅
子
舞
100
周
年｣

　
　
　

篠
路
獅
子
舞
保
存
会

　

「
ノ
ー
ス
ウ
イ
ン
グ
第
５
号
」

　

「
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
北
区
」

　
　
　

札
幌
市
北
区
役
所

る
篠
路
神
社
の
秋
祭
り
で
の
舞
い
が
恒

例
と
な
る
と
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し

て
篠
路
地
域
全
体
で
の
文
化
継
承
の
機

運
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
に
は
「
篠
路

獅
子
舞
保
存
会
」
が
発
足
、
新
た
な
歴

史
を
刻
み
始
め
ま
し
た
。

獅
子
舞
は
地
域
と
と
も
に

　

毎
年
大
勢
の
人
々
が
見
物
に
詰

め
掛
け
、
秋
の
風
物
詩
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
る
篠
路
獅
子
舞
。「
地

域
に
根
付
き
、
多
く
の
人
々
か
ら
か
け

が
え
の
な
い
文
化
財
と
し
て
、
愛
着
を

抱
い
て
も
ら
え
る
存
在
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
」
と
中
西
さ
ん
。

　

ま
た
、
小
学
六
年
生
ま
で
務
め
続
け

る
獅
子
取
り
を
、
篠
路
中
央
保
育
園
で

「
篠
路
子
ど
も
歌
舞
伎
」
を
演
じ
た
経

験
の
あ
る
四
人
の
子
ど
も
た
ち
が
務
め

て
い
ま
す
。
中
西
さ
ん
は
「
篠
路
歌
舞

伎
も
獅
子
舞
と
同
様
に
大
切
な
伝
統
文

化
。
遊
び
た
い
盛
り
の
子
ど
も
が
練
習

を
積
み
、
そ
の
伝
承
を
担
っ
て
く
れ
る

の
は
本
当
に
う
れ
し
い
で
す
ね
」
と
話

し
な
が
ら
目
を
細
め
ま
す
。
現
在
小
学

二
年
生
の
堀ほ

っ

田た

頌し
ょ
う満ま

君
は
「
練
習
し
た

と
お
り
に
う
ま
く
演
じ
る
こ
と
が
で
き

た
と
き
は
、
本
当
に
気
持
ち
い
い
。
頑

張
っ
て
六
年
生
ま
で
続
け
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
意
気
込
み
ま
す
。
さ
ら
に
昨

年
か
ら
は
、
究
め
る
に
は
生
涯
か
か
る

と
い
わ
れ
る
横
笛
に
、
初
め
て
の
女
性

メ
ン
バ
ー
が
加
わ
る
な
ど
担
い
手
の
す

そ
野
も
徐
々
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

篠
路
烈
々
布
だ
け
の
も
の
か
ら
、
篠

路
、
そ
し
て
北
区
全
体
の
文
化
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
と
語
る
中
西
さ
ん
。

「
日
々
の
糧
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
感

謝
を
込
め
る
獅
子
舞
の
心
は
、
今
も
昔

も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
獅

子
舞
伝
承
に
込
め
る
思
い
を
し
っ
か
り

伝
え
、
将
来
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
」
と

話
し
て
い
ま
し
た
。

存
続
に
向
け
て
懸
命
の
努
力

　

や
が
て
時
代
は
移
り
、
篠
路
烈

々
布
に
都
市
化
の
波
が
押
し
寄

せ
、
農
地
が
宅
地
に
変
わ
り
始
め
ま
し

た
。
獅
子
舞
を
知
ら
な
い
人
々
が
増
え

て
い
く
に
つ
れ
、
伝
承
の
担
い
手
が
な

か
な
か
現
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

開
拓
時
か
ら
受
け
継
が
れ
た
伝
統
を

こ
の
ま
ま
途
絶
え
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い―

―

存
続
の
危
機
に
、
中
西
さ

ん
ら
が
立
ち
上
が
り
、
昭
和
三
十
七

（
一
九
六
二
）
年
に
「
烈
々
布
獅
子
舞

保
存
会
」
を
結
成
。
消
防
団
や
学
校
へ

の
声
掛
け
な
ど
の
努
力
が
続
け
ら
れ
ま

す
。
毎
年
一
回
、
九
月
八
日
に
行
わ
れ

篠
路
烈
々
布
の
起
源

※
②

丘珠空港通
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