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箱根ヶ崎
獅子舞保存会

町議会
&

特 集Ｑ 　

保
存
会
設
立
の
き
っ
か
け
は
？

│ 

こ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
を
絶
や
し

て
は
い
け
な
い
と
の
住
民
か
ら
の
強
い
要
望
が

あ
り
、
狭
山
神
社
総
代
や
町
内
の
方
々
と
協
議

を
重
ね
た
結
果
、
昭
和
44
年
に
後
援
会
が
組
織

さ
れ
、
保
存
会
が
結
成
さ
れ
た
。

Ｑ 　

獅
子
舞
は
ど
の
よ
う
に
舞
う
の
で
す
か
？

│ 

棒
使
い
、
笛
、
唄
、
獅
子
の
４
つ
の
パ
ー
ト
が

あ
っ
て
、
舞
台
を
清
め
る
役
割
の
棒
使
い
を
先

頭
に
、
笛
と
唄
に
合
わ
せ
て
獅
子
が
舞
い
ま
す
。

Ｑ 　

保
存
会
に
入
っ
た
き
っ
か
け
は
？

│ 

町
内
を
舞
う
獅
子
や
笛
の
音
に
ひ
か
れ
て
始
め

た
。
そ
の
後
、
設
立
に
関
わ
っ
た
。

│ 

初
め
は
夏
祭
り
の
祇
園
囃
子
を
頼
ま
れ
て
出
た

ら
、
「
獅
子
舞
も
あ
る
か
ら
」
と
誘
わ
れ
て
、

何
回
か
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
う
ち
に
、
あ
あ
自

分
に
も
や
れ
そ
う
だ
と
思
っ
た
か
ら
。

│ 

獅
子
舞
を
や
っ
て
い
た
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

親
孝
行
を
し
て
な
か
っ
た
な
ぁ
と
思
い
、
父
の

遺
志
を
継
い
で
、
親
孝
行
し
た
い
と
思
っ
た
。

│ 

子
ど
も
の
こ
ろ
、
獅
子
舞
の
行
進
す
る
姿
を
見

て
、
笛
を
覚
え
た
い
な
ぁ
と
思
っ
て
い
た
。
そ

に
相
談
し
た
ら
「
一
緒
に
や
ん
べ
え
よ
」
と
声

を
か
け
ら
れ
て
。

Ｑ　

ど
ん
な
活
動
を
し
て
き
た
ん
で
す
か
？

│ 

二
〜
三
年
前
ま
で
は
、
狭
山
神
社
で
の
奉
納
、

町
の
文
化
祭
、
産
業
ま
つ
り
な
ど
に
参
加
し
て

い
た
。
参
加
す
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
土
日
集

ま
っ
て
練
習
し
た
。

│ 

け
や
き
館
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
も
舞
っ
た
。

│ 

東
京
都
民
族
芸
能
大
会
で
池
袋
の
芸
術
劇
場
で

舞
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
N
H
K
の
番
組
で

舞
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
な
ぁ
。

│ 

獅
子
を
舞
え
る
人
が
な
か
な
か
来
ら
れ
な
い
の

で
、
練
習
は
各
自
で
。

│ 

継
承
し
て
く
れ
る
人
材
探
し
と
思
っ
て
、
学
童

保
育
ク
ラ
ブ
な
ど
に
行
っ
て
話
を
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

良
か
っ
た
こ
と
、
大
変
な
こ
と
は
？

│ 

「
棒
使
い
」
は
セ
リ
フ
が
あ
っ
て
舞
う
ん
だ
け

ど
、
一
つ
一
つ
の
動
き
に
、
意
味
が
あ
る
こ
と

を
学
ん
で
、
す
ご
く
勉
強
に
な
っ
た
。

│ 

笛
を
初
め
て
三
年
だ
け
ど
、
い
ま
だ
に
う
ま
く

音
が
出
な
い
。（
笑
）

│ 

私
も
「
棒
使
い
」
を
や
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
セ

リ
フ
が
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
な
い
。

│ 

こ
の
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
す
ご

い
ね
っ
て
驚
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
ど
、
ち
ょ

っ
と
う
れ
し
い
。

の
話
を
し
た
ら
、
福
島
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
す

ぐ
に
笛
を
貸
し
て
く
れ
て
、
練
習
し
に
行
っ
て

い
た
ら
、
そ
の
ま
ま
、
ず
る
ず
る
40
年
。

│ 

獅
子
舞
の
こ
と
を
詳
し
く
知
り
た
く
て
見
学
に

訪
れ
た
時
、
節
目
の
一
五
〇
年
が
間
も
な
く
訪

れ
る
と
聞
い
て
、
式
典
や
記
念
誌
づ
く
り
を
し

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
ス

カ
ウ
ト
さ
れ
て
。（
笑
）

│ 

本
を
参
考
に
笛
を
作
る
の
が
趣
味
で
、
短
い
笛

は
音
が
出
て
面
白
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
長
い

の
を
作
っ
た
ら
音
が
出
な
い
の
で
、
田
中
さ
ん

│ 

日
の
出
イ
ン
タ
ー
の
開
設
の
時
と
か
拝
島
大
師

な
ど
、
町
外
で
披
露
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

の
時
、
ほ
か
の
地
域
で
も
同
じ
よ
う
に
が
ん
ば

っ
て
活
動
し
て
い
る
人
達
に
出
会
え
た
こ
と
が

良
か
っ
た
。

│ 

ず
ば
り
、
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
が
一
番
の
悩

み
。
子
ど
も
や
若
い
人
に
伝
え
た
い
ん
だ
け
れ

ど
…
。

Ｑ　

獅
子
舞
保
存
会
の
Ｐ
Ｒ
を
。

│    町
の
無
形
民
族
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
歴

史
の
あ
る
獅
子
舞
で
す
。
大
切
に
継
承
し
て
い

き
た
い
。

│    初
心
者
、
子
ど
も
た
ち
も
大
歓
迎
で
す
。
ぜ
ひ

一
緒
に
獅
子
舞
を
舞
い
ま
し
ょ
う
。

Ｑ 　

議
会
、
「
ギ
カ
イ
の
ひ
ろ
ば
」
の
印
象
は
？

│
読
ん
で
ま
す
よ
。

│
何
の
た
め
の
冊
子
な
の
か
、
分
か
る
よ
う
に
し

　

た
ら
い
い
と
思
う
。

　

参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
箱
根
ヶ
崎
獅
子
舞
保
存

会
の
皆
さ
ん
、
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　獅子舞は古来より伝わる由緒ある芸能
で、江戸時代の初期に始まったものといわ
れています。狭山神社や加藤神社の祭礼に
奉納し、また、五穀豊穣や雨乞い、家内安
全を祈願するなど多くの人々に親しまれて
きた獅子舞の保存と後継者育成に尽力して
いる「箱根ヶ崎獅子舞保存会」の皆さまに
お話を伺いました。

（後列左から）　栗原　孝二さん　　福島　政夫さん　　内出　道男さん
（前列左から）　久保田　吉範さん　須賀　省三さん　　田中　永造さん

「
一
緒
に
や
ん
べ
え
よ
」


