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ハ
ロ
ー

　
タ
ウ
ン
第82号

主
役
は
女
性

　

羯
鼓
舞
の
神
事
は
、
市
内
法
目

の
粥
米
地
区
の
人
々
が
守
っ
て
き

ま
し
た
。

　

雌
雄
の
獅
子
頭
を
つ
け
た
三
人

が
、
羯
鼓
（
太
鼓
）
を
腹
に
つ
け
、

両
手
の
撥
で
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、

笛
に
合
わ
せ
て
飛
ん
だ
り
跳
ね
た

り
し
ま
す
。
舞
を
リ
ー
ド
す
る
の

は
、
主
祭
神
の
弟
橘
比
賣
命
を
表

す
赤
い
た
て
が
み
の
雌
獅
子
で
す
。

復
活
し
た
羯
鼓
舞

　

粥
米
地
区
で
は
羯
鼓
舞
を
代
々

長
男
が
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
後
継
者
不
足
か
ら
行
わ
れ

な
い
期
間
が
約
十
年
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
復
活
さ
せ
た
の
は
今
井
さ

ん
を
中
心
と
す
る
地
元
の
若
手
で

す
。
現
在
、
頭
取
を
務
め
る
今
井

さ
ん
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、

父
の
舞
う
姿
を
見
て
、
太
鼓
な
ど

も
習
っ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て「
い

つ
し
か
自
分
も
」
と
思
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

復
活
の
き
っ
か
け
は
、
あ
る
と

き
粥
米
地
区
に
結
婚
に
よ
り
男
性

が
入
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
こ
の

人
数
な
ら
舞
を
復
活
さ
せ
ら
れ
る

と
、
年
長
の
人
た
ち
を
説
得
し
て
、

従
来
の
し
き
た
り
を
ゆ
る
め
、
十

数
年
ぶ
り
に
練
習
開
始
に
こ
ぎ
つ

け
、
さ
ら
に
、
稽け

い

古こ

の
指
導
も
お

願
い
し
ま
し
た
。

　

今
井
さ
ん
は
「
羯
鼓
舞
を
知
る

自
分
が
、
今
残
さ
な
け
れ
ば
・
・
」

と
い
う
気
持
だ
っ
た
と
、
来こ

し
方

を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

や
っ
て
よ
か
っ
た

　

舞
の
動
き
が
激
し
い
た
め
に
、

若
い
う
ち
で
な
け
れ
ば
務
ま
ら
な

い
。
ま
た
、
被
り
物
が
今
の
人
た

ち
に
は
き
つ
く
て
頭
痛
が
し
て
く

る
し
、
草わ

ら
じ鞋

で
足
も
痛
く
な
る
。

た
い
へ
ん
な
こ
と
ば
か
り
・
・
・
。

　

し
か
し
、
２
０
１
２
年
の
例
祭

で
舞
っ
た
と
き
に
、「
生
き
て
い

る
う
ち
に
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
。」

と
大
好
評
。

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
統
の

舞
を
見
せ
ら
れ
て
、
羯
鼓
舞
を

や
っ
て
良
か
っ
た
と
の
思
い
を
強

く
し
た
と
の
こ
と
。

　

そ
う
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
大

勢
の
人
た
ち
に
見
て
も
ら
い
た
い

と
の
思
い
を
強
く
し
た
そ
う
で
す
。

�

（
左
頁
へ
）

地区それぞれの山車が練り歩く

←　神社で奉納される羯鼓舞

弟橘比賣命
　橘樹神社主祭神です
が、一般的に辞書（古語
辞典など）で【弟橘媛】
と表記。日本武尊の妃。
忍山宿禰の娘で、日本武
尊に従い、走水の海（浦
賀水道）を渡ろうとした
とき、風波が起こり、海
神をなだめるために身を
投じたということです。

今年も見られる！

　今年は10月11日に本納の橘
たちばな
樹神社の例祭がとり行われます。３年に一度の

神
しん
幸
こう
祭
さい
に弟
おとたちばなひめのみこと
橘比賣命、日

やまとたけるのみこと
本武尊、忍

おしやまのすくね
山宿禰の御霊を戴いた三基の神

みこし
輿が町内を

練り歩き、神輿の間には桃色の花を飾った山
だ
車
し
が入って、祭りを一層盛り上げ

ます。その先導の大役を担うのが羯鼓舞（市指定民俗無形文化財）です。

粥
米
に
つ
い
て

　

地
元
に
残
る
伝
説
で
、
日
本
武

尊
が
東
征
の
と
き
、
こ
の
地
方
で

供
さ
れ
た
粥
が
気
に
入
り
、《
粥

米
》
を
地
名
に
賜
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
粥
で
、
そ

の
時
の
炊
事
は
？
興
味
が
あ
り
ま

す
が
、
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
立
美
術
館
・
郷
土
資
料
館
に

展
示
さ
れ
て
い
る
、
市
内
国
府
関

か
ら
発
掘
さ
れ
た
、
約
千
七
百
年

前
（
古
墳
時
代
初
頭
頃
）
に
使
わ

れ
た
土
器
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
今
の
粥
は
土
鍋
で
す
が
・・・

昔
の
炊
事
の
様
子
を
知
る
よ
す
が

と
な
り
そ
う
で
す
。

粥米の羯
かっ

鼓
こ

舞
まい

古代の炊事用土器


