
こ
の
灯ひ

だ
け
は

消
し
た
く
な
い

告
ぐ
～
継
承
者
の
想
い
～

　
「
正
月
踊（
棒
踊
り
）」、「
カ
ギ
ヒ
キ
」、

「
田た

打う
ち

」か
ら
な
る
山
宮
神
社
春
祭
に
伴

う
芸
能
は
約
４
５
０
年
前
の
江
戸
時
代

慶
長
年
間
か
ら
続
く
も
の
で
す
。
そ
の

年
の
豊
作
を
祈
っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、

棒
を
打
ち
合
っ
て
行
う
棒
踊
り
を
見
る

と
武
術
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
行
事
は
昔
か
ら
地
域
の
一
大
イ

ベ
ン
ト
で
し
た
。
堂ど
う

園ぞ
の

、
馬ま

掛か
け

、
生い

栗く
る

須す

の
３
つ
の
集
落
ご
と
に
行
う
棒
踊
り

は
１
組
６
人
で
構
成
さ
れ
、
３
組
18
人

で
行
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
昔
は

こ
の
18
人
の
踊
り
手
に
選
ば
れ
る
の
も

希
望
者
が
多
く
大
変
難
し
い
こ
と
で
し

た
。
今
よ
り
も
集
落
の
人
口
が
多
か
っ

た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
携
帯
電

話
な
ど
の
な
い
時
代
の
中
で
、
男
女
の

出
会
い
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
大

き
な
要
因
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
も
今
で
は
過
疎
化
が
進
み
、
祭

り
の
参
加
者
探
し
も
苦
労
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
現
在
中
心
的
に
活
動
し

て
い
る
高
齢
者
が
祭
り
を
行
っ
て
い
く

こ
と
に
も
限
界
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

や
は
り
、後
継
者
は
大
き
な
課
題
で
す
。

細
山
田
小
学
校
で
は
運
動
会
で
堂
園
集

　

王
子
町
鉦
踊
り
に
は
、
鉦
踊
り
の
曲

が
８
つ
と
踊
り
手
を
囲
む
よ
う
に
踊
る

烏か
ら
す

舞ま
い

の
曲
が
２
つ
、
歌
の
あ
る
曲
も
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
。
正
式
に
は
笛
の
演

奏
か
ら
始
ま
り
、
太
鼓
、
鉦
と
い
う
順

で
演
奏
が
始
ま
り
ま
す
が
、
昭
和
40
年

く
ら
い
か
ら
は
笛
の
演
奏
者
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
主
に
太
鼓
と
鉦
と
手

べ
し
の
３
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
伝
承
と
い
う
意
味
で
は
、
や

は
り
小
・
中
・
高
校
生
に
取
り
組
ん
で

も
ら
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
出
前
授
業
と
し
て
鹿
屋
小
学
校
の

４
年
生
に
鉦
踊
り
を
教
え
る
取
り
組
み

を
９
年
間
行
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に

小
学
生
が
踊
り
に
参
加
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で

す
。
ま
た
、
こ
の
取
り
組
み
自
体
に
つ

い
て
も
、
鉦
踊
り
は
大
人
の
も
の
だ
、

王
子
町
の
人
が
踊
る
も
の
だ
と
い
う
意

見
を
持
つ
人
も
い
て
、
当
初
は
内
部
で

摩
擦
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は
少
し
で
も
子

ど
も
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
き
っ

先
人
の
心
意
気
を
守
っ
て

い
き
た
い

王子町鉦踊り保存会

山
やま

薗
ぞの

 謙
けん

一
いち

 会長

か ね

山宮神社春祭に伴う芸能保存会

末
すえ

滿
みつ

 耕
こう

二
じ

 会長

落
の
棒
踊
り
を
披
露
し
て
お
り
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
は「
他
の
地
域
の
踊
り
も

踊
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
う
れ
し
い
声

も
聞
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
祭

り
へ
参
加
し
て
く
れ
れ
ば
、
親
や
祖
父

母
な
ど
そ
の
周
り
の
人
も
祭
り
に
来
て

く
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
祭
り
の
存

続
の
た
め
に
は
集
落
ご
と
に
行
っ
て
い

た
踊
り
や
祭
り
の
準
備
も
、
今
後
は
町

内
会
や
自
治
会
等
の
大
き
な
単
位
で
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

70
年
ほ
ど
前
に
馬
掛
の
棒
踊
り
が
一

度
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
際
、
同
じ
踊
り

を
踊
っ
て
い
た
高
隈
の
仮か
り

屋や

自
治
会
に

教
わ
り
復
活
し
た
そ
う
で
す
。そ
し
て
、

40
年
前
に
は
そ
の
逆
の
こ
と
が
起
こ
っ

た
と
聞
き
ま
す
。
伝
統
文
化
を
記
録
と

し
て
保
存
し
て
い
く
と
と
も
に
、
多
く

の
人
と
助
け
合
い
な
が
ら
伝
承
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

か
け
と
な
っ
た
た
め
出
前
授
業
を
行
っ

て
正
解
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

私
が
子
ど
も
の
頃
は
鉦
踊
り
が
楽
し

み
で
し
た
。
こ
の
想
い
を
町
民
の
人
に

持
っ
て
も
ら
い
、
こ
の
踊
り
が
王
子
町

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
踊
り
だ
け
で

は
な
く
、
練
習
や
他
の
取
り
組
み
な
ど

に
も
魅
力
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

用
水
路
の
下
流
域
の
地
域
で
は
ほ
と

ん
ど
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
踊
り
を

現
代
ま
で
ず
っ
と
つ
な
い
で
い
る
先
人

た
ち
の
心
意
気
。
そ
れ
こ
そ
が
私
た
ち

が
最
も
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

春祭に
伴う芸能
　毎年２月の第３日曜日に山宮神社
（串良町細山田）で行われるもので、
地域の五

ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

の願いが込められて
いる。３集落の「正月踊（棒踊り）」、
2本の木を絡ませて引き合う「カギ
ヒキ」、太郎次郎の狂言回し（２人
の男性が面白おかしく話を進めるも
の）をしながら木製の牛を引いて田
ならしを行う「田打」。最後に神事
の順で執り行われ、神事でまかれた
種籾

もみ

を持ち帰り田んぼにまくと豊作
になるといわれる。約 450 年続い
ており、昭和 37年に県の無形民俗
文化財に指定。

王子町鉦踊り
　用水路の開通と開田を祝って 1753 年に始まったもので、現在は豊作
祈念と水神祭の奉納を兼ねて旧暦８月 28日に和

わ

田
だ

井
い

堰
ぜき

公園で行ってい
る。主な構成は太鼓２人、手べし２人、鉦７・８人、笛１人、唄い手１人、
ほら貝１人、烏舞 12・13人。令和２年に県の無形民俗文化財に指定。

山宮神社

山宮神社の社殿

正月踊（棒踊り）

カギヒキ

田打

想想いいををつつぐぐ

7   KANOYA CITY PUBLIC RELATIONS  Vol.388 March  2022   6March  2022   6


