
鏡　
の　
前　
で　
、　
指　
の　
先　
か　
ら　
足　
先　
ま　
で　
を　

入　
念　
に　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
す　
る　
未　
来　
の　
バ　
レ　
リ　
ー　
ナ　

た　
ち　
。　
そ　
の　
華　
や　
か　
な　
イ　
メ　
ー　
ジ　
と　
は　
違　

い　
、　
生　
徒　
た　
ち　
は　
発　
表　
会　
に　
向　
け　
て　
、　
厳　

し　
い　
練　
習　
を　
一　
生　
懸　
命　
こ　
な　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

但　
東　
町　
公　
民　
館　
事　
業　
と　
し　
て　
始　
ま　
っ　
た　

「　
但　
東　
ク　
ラ　
シ　
ッ　
ク　
バ　
レ　
エ　
」　は　
、　
今　
年　
10  
周　

年
を
迎
え　
ま　
し　
た　
。　

「　
バ　
レ　
リ　
ー　
ナ　
は　
ど　
ん　
な　
に　
足　
の　
マ　
メ　
が　

つ　
ぶ　
れ　
て　
痛　
く　
て　
も　
、　
笑　
顔　
で　
踊　
ら　
な　
く　

て　
は　
い　
け　
ま　
せ　
ん　
。　
華　
や　
か　
さ　
が　
目　
に　
と　

ま　
り　
や　
す　
い　
バ　
レ　
エ　
で　
す　
が　
、　
そ　
れ　
を　
支　
え　

る　
の　
は　
練　
習　
に　
つ　
ぐ　
練　
習　
で　
す　
。　
努　
力　
と　

根　
性　
と　
忍　
耐　
が　
創　
り　
出　
す　
芸　
術　
な　
ん　
で　

す
」　
と　
は
主
宰　
の　
大
西
恵
子
さ　
ん　
。　

山あり谷あり十周年
子どもたちの笑顔が支えた

但東クラシックバレエ

「但東クラシックバレエ」
主宰 大西恵子さん

〈但東町〉

但

馬

人

　

交

差

点
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子　
ど　
も　
た　
ち　
に　
も　
負　
け　
な　
い　
明　
る　
い　
声　

で　
指　
導　
に　
あ　
た　
る　
大　
西　
さ　
ん　
は　
、　
名　
古　
屋　

出　
身　
。　
６　
歳　
か　
ら　
バ　
レ　
エ　
を　
始　
め　
、　
そ　
の　
後　
、　

地　
元　
の　
バ　
レ　
エ　
団　
で　
指　
導　
者　
兼　
ダ　
ン　
サ　
ー　

と　
し　
て　
活　
躍　
さ　
れ　
て　
き　
ま　
し　
た　
。　
出　
産　
を　

機　
に　
、　
ご　
主　
人　
が　
実　
家　
の　
お　
寺　
を　
継　
ぐ　
こ　

と　
を　
決　
意　
。　
そ　
し　
て　
、　
但　
東　
町　
へ　
と　
や　
っ　
て　

き
ま　
し　
た　
。　

そ　
の　
後　
は　
バ　
レ　
エ　
と　
無　
縁　
の　
生　
活　
が　
７　

年　
続　
き　
ま　
し　
た　
が　
、　
あ　
る　
日　
、　
思　
い　
が　
け　

な　
い　
言　
葉　
を　
耳　
に　
し　
ま　
す　
。　「　
バ　
レ　
エ　
を　
教　

え　
て　
ほ　
し　
い　
」　
大　
西　
さ　
ん　
が　
昔　
、　
バ　
レ　
エ　
指　

導　
者　
で　
あ　
っ　
た　
こ　
と　
を　
知　
っ　
た　
友　
人　
の　
一　

言　
で　
し　
た　
。　
こ　
う　
し　
て　
、　「　
但　
東　
ク　
ラ　
シ　
ッ　
ク　

バ　
レ　
エ　
」　は　
ス　
タ　
ー　
ト　
し　
ま
す　
。　

「　
私　
の　
住　
む　
こ　
の　
但　
東　
町　
で　
、　
ま　
た　
バ　

レ　
エ　
を　
始　
め　
ら　
れ　
た　
こ　
と　
を　
誇　
り　
に　
思　
っ　

て　
い　
ま　
す　
。　
大　
変　
な　
こ　
と　
も　
あ　
り　
ま　
し　
た　

が　
、　
子　
ど　
も　
た　
ち　
の　
笑　
顔　
や　
バ　
レ　
エ　
が　
大　

好　
き　
と　
い　
う　
気　
持　
ち　
、　
そ　
し　
て　
ご　
父　
兄　
や　

私　
自　
身　
の　
家　
族　
と　
い　
っ　
た　
多　
く　
の　
方　
に　
支　

え　
ら
れ　
て　
、　
10  
年
続
け　
て　
こ　
れ
ま　
し　
た　
」　

現　
在　
は　
３　
歳　
〜　
高　
校　
生　
、　
さ　
ら　
に　
は　
大　

人　
ま　
で　
30  
名　
が　
受　
講　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
発　

表　
会　
で　
は　『　
白　
鳥　
の　
湖　
』　『　
く　
る　
み　
割　
り　
人　

形　
』　
な　
ど　
、　
様　
々　
な　
演　
目　
に　
チ　
ャ　
レ　
ン　
ジ　
。　

老　
人　
ホ　
ー　
ム　
へ　
の　
慰　
問　
活　
動　
も　
毎　
年　
行　
い　
、　

お　
年　
寄　
り　
か　
ら　
は　「　
白　
鳥　
さ　
ん　
が　
今　
年　
も　

帰　
っ　
て　
き　
た　
」　と　
、　
町　
の　
ア　
イ　
ド　
ル　
と　
し　
て　

可
愛
が　
ら
れ　
て　
い　
ま
す　
。　

ま　
た　
、　
地　
域　
に　
根　
付　
い　
た　
教　
室　
作　
り　
に　

も
力
を
入
れ
ら
れ　
て　
い　
ま
す　
。　

「　
大　
変　
な　
思　
い　
を　
し　
て　
、　
お　
金　
の　
か　
か　
る　

バ　
レ　
エ　
を　
や　
ら　
せ　
て　
く　
れ　
た　
両　
親　
を　
見　
て　

き　
た　
こ　
と　
も　
あ　
り　
、　
誰　
も　
が　
気　
軽　
に　
習　
え　

る　
バ　
レ　
エ　
教　
室　
を　
作　
る　
こ　
と　
が　
夢　
で　
し　
た　
」　

子　
ど　
も　
た　
ち　
が　
成　
長　
し　
て　
い　
く　
姿　
を　
見　

る　
の　
が　
、　
一　
番　
う　
れ　
し　
い　
と　
大　
西　
さ　
ん　
。　

７　
月　
11  
日　
に　
は　
出　
石　
町　
の　
ひ　
ぼ　
こ　
ホ　
ー　
ル　

で　
、　10  
周　
年　
の　
記　
念　
発　
表　
会　
が　
あ　
る　
と　
か　
。　

そ　
の　
う　
れ　
し　
い　
瞬　
間　
を　
誰　
よ　
り　
も　
心　
待　
ち　

し　
て　
い　
る
笑
顔
が
印
象
的　
で　
し　
た　
。　

毎週金曜日に但東町公民館で行われているレッスンの風景。
姿勢がよくなることによって、積極的になる子どもたちが多いそうだ。

”
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「　
ザ　
ン　
ザ　
ン　
ザ　
カ　
ザ　
ッ　
ト　
」　
古　
び　
た　
テ　
ー　

プ　
か　
ら　
聞　
こ　
え　
る　
、　
か　
す　
か　
な　
太　
鼓　
の　
音　
。　

毎　
年　
、　
お　
盆　
の　
８　
月　
14  
日　
に　
行　
わ　
れ　
る　
竹　

野　
町　
轟　

と　
ど　
ろ　
き　の　

太　
鼓　
踊　
り　
は　
、　
こ　
の　
１　
本　
の　
テ　

ー　
プ　
に　
よ　
っ　
て　
、　
約　
30  
年　
ぶ　
り　
に　
復　
活　
し　

た　
県
指
定　
の　
重
要
無
形
文
化
財　
で　
あ　
る　
。　

こ　
と　
の　
起　
こ　
り　
は　
、　
平　
成　
３　
年　
に　
か　
つ　

て　
太　
鼓　
踊　
り　
の　
練　
習　
を　
録　
音　
し　
た　
テ　
ー　
プ　

が　
見　
つ　
か　
っ　
た　
こ　
と　
に　
始　
ま　
る　
。　
昭　
和　
34  
年　

に　
最　
後　
の　
指　
導　
者　
を　
失　
っ　
て　
以　
来　
、　
太　
鼓　

踊　
り　
は　
、　
歌　
の　
歌　
詞　
や　
太　
鼓　
の　
リ　
ズ　
ム　
を　

伝　
え　
継　
ぐ　
人　
も　
お　
ら　
ず　
、　
断　
絶　
状　
態　
。　
当　

然　
、　
復　
活　
さ　
せ　
よ　
う　
に　
も　
不　
可　
能　
で　
あ　
り　
、　

村　
の　
人　
々　
の　
記　
憶　
か　
ら　
消　
え　
去　
ろ　
う　
と　
し　

て　
い　
た　
。　
そ　
ん　
な　
状　
況　
の　
中　
、　
そ　
の　
貴　
重　

な
録
音　
テ　
ー　
プ　
は
発
見
さ
れ
た　
。　

「　
先　
祖　
が　
伝　
え　
残　
し　
て　
き　
た　
村　
の　

宝
を
蘇
ら　
せ　
た　
い　
」　

復　
活　
の　
気　
運　
は　
一　
気　
に　
高　
ま　
り　
、　

８　
名　
の　
有　
志　
が　
動　
き　
出　
す　
。　
し　
か　
し　
、　

歌　
詞　
や　
節　
が　
分　
か　
っ　
て　
も　
、　
肝　
心　
の　

「　
踊　
り　
」　が　
分　
か　
ら　
な　
い　
。　
中　
学　
生　
当　

時　
に　
指　
導　
を　
受　
け　
た　
唯　
一　
の　
体　
験　

者　
も　
、　
踊　
っ　
た　
の　
は　
も　
う　
4  0  

年　
前　
。　
振　
り　
は　
ほ　
と　
ん　
ど　

覚
え　
て　
い　
な　
か　
っ　
た　
。　

恐　
る　
恐　
る　
テ　
ー　
プ　
に　
耳　

を　
傾　
け　
る　
。　
す　
る　
と　
、　
不　

思　
議　
な　
こ　
と　
に　
流　
れ　
て　
く　

る　
歌　
に　
合　
わ　
せ　
て　
、　
体　
が　

勝　
手　
に　
動　
い　
た　
。　
み　
っ　
ち　
り　

と　
村　
の　
長　
老　
に　
た　
た　
き　
込　

ま　
れ　
た　
技　
は　
、　
体　
に　
染　
み　

込
ん　
で　
い　
た　
の　
だ　
。　

そ　
の　
様　
子　
を　
見　
て　
い　
た　

保　
存　
会　
代　
表　
の　
井　
垣　
登　
さ　

ん　
は　
、　
こ　
う
振
り
返
る　
。　

「　
テ　
ー　
プ　
を　
流　
す　
と　
、　
あ　

そ　
こ　
の　
振　
り　
は　
こ　
う　
だ　
っ　

た　
と　
か　
、　こ　
こ　
は　
こ　
う　
だ　
と　
思　
い　
出　
す　
ん　
で　

す　
。　
当　
時　
の　
厳　
し　
い　
指　
導　
に　
よ　
り　
、　
体　
が　

覚　
え　
て　
い　
た　
。　
そ　
れ　
か　
ら　
は　
練　
習　
の　
日　
々　

が
続
き
ま　
し　
た　
」　

そ　
ん　
な　
猛　
特　
訓　
の　
末　
、　
平　
成　
４　
年　
、　
つ　

い　
に　
完　
全　
復　
活　
を　
果　
た　
し　
た　
。　
太　
鼓　
踊　
り　

の　
特　
徴　
は　
、　
そ　
の　
素　
朴　
さ　
に　
あ　
る　
と　
言　
わ　

れ　
て　
い　
る　
。　
但　
馬　
５　
地　
域　（　
養　
父　
市　
大　
杉　
・　

若　
杉　
・　
九　
鹿　

く
ろ
く

、　
和　
田　
山　
町　
寺　
内　
、　
浜　
坂　
町　

久　
谷　

く
た
に

）　に　
伝　
わ　
る　「　
ざ　
ん　
ざ　
か　
／　
ざ　
ん　
ざ　
こ　

踊　
り　
」　
と　
同　
じ　
系　
統　
に　
属　
し　
て　
い　
る　
が　
、　

「　
ざ　
ん　
ざ　
か　
／　
ざ　
ん　
ざ　
こ　
踊　
り　
」　は　
衣　
裳　
や　

踊　
り　
に　
工　
夫　
を　
凝　
ら　
す　
の　
に　
対　
し　
、　
太　
鼓　

踊　
り　
に　
は　
派　
手　
さ　
は　
な　
く　
、　
衣　
裳　
も　
浴　
衣　

の　
み　
で　
あ　
る　
。　

伝 統 祭 時 記

古
代
太
鼓
踊
り

約
三
十
年
ぶ　
り　
に　
復
活
し　
た

竹
野
町　
の　
蓮
華
寺
古
代
太
鼓
踊
り

一
本　
の　
テ　
ー　
プ　
が　
奇
跡
を
起　
こ　
す

毎年、8月1 4日の施餓鬼供養の際に奉納される「蓮華寺古代太鼓踊り」。

近年では 1 0月下旬に行われる「蓮華寺もみじまつり」でも見ることができる。

太鼓踊りが奉納される蓮華寺は「但馬高野」と呼ばれた名刹

ま　
た　
、　「　
ざ　
ん　
ざ　
か　
／　
ざ　
ん　
ざ　
こ　
踊　
り　
」　

が　
神　
社　
に　
奉　
納　
さ　
れ　
る　
の　
に　
対　
し　
、　
太　
鼓　

踊　
り　
は　
、　
蓮　
華　
寺　

れ

ん

げ

じ

の　
施　
餓　
鬼　

せ

が

き

供　
養　
の　
仏　
事　

と　
し　
て　
行　
わ　
れ　
る　
と　
い　
っ　
た　
違　
い　
が　
あ　
る　
。　

そ　
の　
成　
立　
や　
由　
来　
に　
つ　
い　
て　
は　
謎　
が　
多　

い　
が　
、　
歌　
の　
内　
容　
か　
ら　
し　
て　
、　
室　
町　
時　
代　

末　
期　
か　
ら　
踊　
ら　
れ　
て　
い　
た　
と　
推　
測　
さ　
れ　
て　

い　
る　
貴　
重　
な　
村　
の　
宝　
。　
現　
在　
は　
、　
二　
度　
と　

断　
絶　
す　
る　
こ　
と　
の　
な　
い　
よ　
う　
、　
轟　
地　
区　
だ　

け　
で　
な　
く　
蓮　
華　
寺　
の　
檀　
家　
か　
ら　
も　
広　
く　
保　

存　
会　
の　
会　
員　
を　
募　
っ　
て　
、　
保　
存　
に　
努　
め　
て　

い　
る　
。　
そ　
の　
熱　
い　
思　
い　
は　
、　
子　
々　
孫　
々　
ま　
で　

伝
え　
ら
れ　
て　
い　
く
だ　
ろ
う
。　

協
力　

蓮
華
寺
古
代
太
鼓
踊
保
存
会

井
垣
登
さ　
ん　


