
自然を愛し

日本画に四季を現す
●

神戸婦美子さん
(但東町)

▲芽ぶき

堂(ほこら)▼

大
阪
生
ま
れ
の
神
戸
婦
美
子
さ
ん
が
縁
あ

っ
て
、
但
東
町
相
田
に
ア
ト
リ
エ
兼
住
宅
を

建
て
、
暮
ら
し
始
め
て
か
ら
３
年
目
の
夏

が

や
っ
て
き
ま
し
た
。
但
東
町
役
場
の
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
た
り
、
公
民
館
活
動
の
絵
画
教
室
で
、

絵
を
皆
さ
ん
に
教
え
た
り
と
、
す
っ
か
り
但

東
町
の
生
活
に
と
け
込
ん
で
い
ま
す
。

自
然
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
神
戸
さ
ん
は
、

山
々
や
木
々
の
緑
、
野
に
咲
く
花
を
、
毎
日

窓
か
ら
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
と
て
も
幸
せ
な

気
持
ち
に
な
る
と
い
い
ま
す
Ｊ
絵
を
描
き
始

め
て
2
3年
。
自
然
に
囲
ま
れ
た
ア
ト
リ
エ
で
、

日
本
画
家
と
し
て
自
分
の
作
品
を

ゴ
ツ
ゴ
ツ

と
生
み
だ
し
て
い
ま
す
。

「
私
の
場
合
、
毎
日
の
生
活
の
中
で
満
ち

て
き
て
、
自
然
に
あ
ふ
れ
出
て
く
る
も
の
が

絵
に
な
り
ま
す
。
五
感
を
通
し
て
感
じ
て
、

は
じ
め
て
絵
が
描
け
る
ん
で
す
。
パ
。
と
見

て
、
パ
。
と
描
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

ね

。
絵

は
ご
ま

か
し

が
き
か
な
い
の
で

、
す
　
　

「

べ
て
絵
に
出

て
し
ま
う
ん
で
す

。
で
す

か
ら
、
　

‐ ‐

自
分

白

身

の
内

面

を

鍛
え

た

い
と
日

々
精
　
　

一

進

し
て

い
ま

す
」
と
神
戸

さ
ん

。
　
　
　
　
　
　

‐ ‐

納
得

が
い
く
作
品

を
描
く
た
め
に
は

、
じ
　
　

一

つ
と
観
察

し
て
い
る
時
間

が
と
て
も
大
切
だ
　
　

‐ ‐

と
い
い
ま
す
。
そ
の
真

剣

な
ま

な
ざ

し
の
中
　
　

一
’

に
、
絵

に
対

す

る
姿
勢
を
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
　
　

一一

ま

し
た
・

神
戸

さ
ん
の
描
く
日

本
画

は
ヽ
自
　
　

‐ ‐
、

鋏
の
風
景
や
野
仏

が
モ
チ

ー
フ
と
な
っ
て
い
る
　
　

’一

も
の
が
多
い
の
も
う
な
ず
け
る
気

が
し
ま
丈
　
　

‐ ‐一

神
戸

さ
ん
は
ア
ト
リ
エ
前

の
畑

で

、
季

節
　
　

一
］

の
野
菜

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

‐ ‐一

「
土
を

さ
わ
っ
て
い
る
と
ホ
ぶ

す

る
ん
で
　
　

‐ ‐一

す
Ｊ
畑

仕
事
を

し
て
い
る
と

、
近
所

の
お

じ
　
　

一一

い
さ

ん

や
お

ば

あ

さ

ん

に
声

を

か
け
て

も
　
　

‐ ‐
］

ら
い
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
て
　
　

一

い
ま
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐ ‐

愛
犬

ビ
ー
く
ん
と
の
毎
日

の
散
歩

は

、
一
　
　

一一

番
大
好

き
な
時

間
だ
と
い
い
ま
支

四
季

の
　

‐ ‐‐ ‐‐

移
り
変
わ
り
を
肌

で
感

じ
、
次

は
こ
の
風

景
　
　

」、

を
描

い
て
み
た
い
と
感

じ
る
瞬

間

で
す
。
　
　
　

‐ ‐
］

「
春

の
朝
霧

や
秋

の
稲
穂

が
風

に
た
な
び
く
　
　

一

風
景

を
見

た
と

き
は

、
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
　
　

‐ ‐

楽

が
響

き
渡

る
よ

う
な
感

じ
で

、
ゾ
ク
ゾ
ク
　
　

一

と
体
中

に
興

奮

が
走
り

、
こ
の
す

ば
ら
し
い
　
　

‐ ‐・

風
景

を
描

き
た
い
と

心

か
ら
思

い
ま

し
た
」
　
　

一

次
の
個
展

に
む
け
て

、
作
品

づ
く
り
に
取
　
　

‐ ‐

り
組

ん
で
い
ま
す
Ｊ
次
の
個
展

は
但
馬
で
と
　
　

」

考
え
て
い
る
神
戸

さ
ん
で
し
た
。
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″
　

ン
ザ
カ
ザ
ッ
ト
ウ
の
声
と
軽
や
か
な
太
鼓

ザ

の
音
が
山
あ
い
に
響
き
、
踊
り
手
た
ち
が

身
も
軽
く
舞
う
。
但
馬
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い

「
ざ

ん

ざ

か
・
ざ

ん

ざ
こ

」
踊
り
。

但
馬
に
か
た
ま
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
ざ

ん
ざ
か
踊
り
」
。
現
在
は
和
田
山
町
寺
内
、
八

鹿
町
九
鹿
、
大
屋
町
大
杉
・
若
杉
、
浜
坂
町
久

谷
の
５
ヵ
所
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
屋

町
大
杉
だ
け
が
、
な
ぜ
か
「
ざ
ん
ざ
こ
」
と
い
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
、
太
鼓
踊
り
の
系
統
で
、
名

の
起
こ
り
は
「
ザ
ン
ザ
カ
ザ
。
ト
ウ
、
ザ
ン
ザ
ヵ

ザ
。
ト
ウ
」
と
い
う
拍
子
や
太
鼓
の
音
か
ら
き

き

た
も
の
と
か
。
竹
野
町

轟
の
古
代
太
鼓
踊
り

も
、
太
鼓
の
叩
き
方
や
囃
子
詞
か
ら
、
ざ
ん
ざ

か
踊
り
に
分
類
で
き
ま
す
。

■大杉ざんざこ踊

(大屋町大杉二宮神社)

8 月16 日／国指定無形民俗文化財

鬼踊りとも呼ばれ､かけ声の中､ 大しでを

背負った４人の中踊りを大勢の踊り子が

取り囲み､ 古式に則り踊る。

も
、
踊
り
の
構
成
や
人
数
、
踏
舞
の
形
、
歌
詞
、

衣
裳
な
ど
、
す
べ
て
が
別
々
で
、
歌
詞
の
節
調

す
ら
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
腰

に
太
鼓
を
つ
け
、
幣
（
し
で
）
を
背
負
う
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
飾
り
物
を
用
い
る
こ

と
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
全
部
の
踊
り
が
神
社

へ
の
奉
納
で
、
五
穀
豊
穣
と
災
害
防
除
を
祈
願

し
ま
す
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り

と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
屋
町
大
杉
で
は
、

昔
、
カ
ガ
ミ
と
い
う
流
行
病

が
村
を
お
そ
い
、

同
じ
「
ざ
ん
ざ
か
踊
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
　
　
こ
れ
を
嘆
い
た
庄
屋
が
慶
安
２
年
（
1
6
4
9
）

……… ＿｡､41三

■ 九鹿 ざん ざか踊 り

（八鹿町 九鹿 日枝 神社 ）

10 月第３日曜日（今年は10 月14 日）

／県指定無形民俗文化財

神功皇后の三韓征伐の凱旋を祝って踊ったのが

始まりと伝えられる。４～5 人からなる、かみし

も姿の唄い手の踊り歌とかけ声に合わせ踊る。

小中学生が角兵衛獅子の所作に似た子供踊りで

前座を務め、青年を中心とした8 人が大人踊り

を、豆絞りの手ぬぐいでむこう鉢巻、腰に太鼓、

手に木ばちなど古式に則り踊る。

■ 若 杉 ざん ざ か踊

(大屋町若 杉三社神社)

8 月16 日／県指定無形民俗文化財

鬼踊りと呼ばれる大杉ざんざこに対して、

若杉ざんざかは姫踊りという。その別名

が表すように 優雅でかつ古式ゆかしい

踊りO その昔､ 大和の修業者がー人やっ

てきて､ 村で流行していた大難の病気を

平癒するため､ 氏神様に踊りを奉納した

ことから始まったとされる。

に
伊
勢
へ
参
拝
し
帰
る
途
中
、
奈
良
の
春
日
神

社
で
こ
の
踊
り
を
習
い
覚
え
、
旧
暦
７
月
1
6日

氏
神
に
奉
納
し
た
と
こ
ろ
。
村
は
平
穏
に
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

踊
り
の
歌
詞
か
ら
室
町
時
代
の
色
合
い
が

濃
く
、
そ
の
頃
か
ら
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
西
播
磨
や
丹
波

地
方
へ
行
く
と
「
ざ
ん
ざ
か
踊
り
」
に
似
た
踊

り
が
、「
チ
ャ
ン
チ
ャ
コ
踊
り
」
と
い
う
名
で
残

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
ざ
ん
ざ
か
・
ざ
ん
ざ

こ
」
と
い
う
名
称
の
踊
り
は
但
馬
に
し
か
な
い

の
で
す
。

■久谷ざん ざか踊り

(浜坂町久 谷八幡神社)

９月１５日／県指定無形民俗文化財

八幡神社の祭りに 神前や家々の庭先で五穀豊

穣や氏子の安全を願って踊る。踊り手は若い中

高生で､華やかな一文字笠をかぶり､ 腰につけた

締太鼓を叩きながら踊る。

騰
玖
寿
む

蔡

N ０.1

800 円

(税別)

ｙ

豊岡市駅前

13

１' 心 丿

ヨ ニ峠
N ０.2

800 円

(税別)

但馬･ 豊岡は｢ こうのとりの郷｣ として知られ、

また、｢大石りく｣のふる里としても有名です、

そのような豊岡よりお届けするお弁当でご

ざいます。ご賞味くださいませ。

~

M-

■要予約でお願いいたします。

へ･

(
き 〉

ｔ１４
大 丸

ＴＥＬ.０７９６-２２-７２５８
(税別)

弁

海
・

Ｉ 寺内ざんざか踊り

(和田山町寺内山王神社)

フ月第3日曜日(今年はﾌ 月１５日)

／県指定無形民俗文化財

五穀豊穣や子孫繁栄を願って､元和年間(1615

～1624) の頃に始まったといわれる。山王の使

いである猿に扮した12 人の踊り手が円陣を組

み､ 腰の太鼓を｢ ザンザカザットウ｣の囃子に合

わせて打ち鳴らす｡ その中心では２人の踊り手が

飾り付けをした高さ3 メートルの｢しない｣と呼

ばれる竹を背負い､ それをからませたり､ 地面に

打ち付けたりしながら踊りを奉納する。

争
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