
　　　月 26 日、松橋総合
　　　体育文化センター・
ウイングまつばせで「第 4
回宇城市伝統文化芸能まつ
り」が開催されました。
　これは、「宇城市伝統文
化継承条例」の趣旨にのっ
とり、市内各地の民俗芸能・
年中行事など無形民俗文化
財を保存継承していくため
開催されているもので今年
で 4回目。
　今年は、宇土市の「宇土
御獅子舞」や美里町（はち
す保育園）の「建築踊り」、
民謡歌手の田中祥子さんな
どのゲスト出演も加わり、
全12演目が披露されました。
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宇土市の県重要無形文化財「宇土御獅子舞」 はちす保育園の園児による美里町（旧砥用町）の「建築踊り」
❶
小
川
阿
蘇
神
社
獅
子
舞

　

文
禄
元
年
（
１
５
９
２
年
）、
熊
本
城
主
・
加
藤
清
正
公
が
朝

鮮
半
島
へ
出
兵
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
陣
中
に
毎
晩
、
大
虎
が

現
れ
、
番
兵
を
次
々
と
襲
っ
た
た
め
、
家
臣
が
大
木
を
切
り
見

事
な
獅
子
を
刻
ん
で
陣
中
に
置
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
晩
か
ら
大
虎

が
襲
わ
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
清
正
公
は
大
喜
び
。
帰
還
し
て

熊
本
市
藤
崎
八
幡
宮
で
御
礼
大
祭
を
開
い
た
と
き
、
こ
れ
に
あ
や

か
っ
て
魔
よ
け
に
獅
子
舞
を
奉
納
し
、
そ
の
後
小
川
阿
蘇
神
社
で

奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

❷
東
松
崎
底
井
樋
（
そ
こ
い
び
）
太
鼓
踊
り

　

天
保
12
年
（
１
８
４
１
年
）、
東
松
崎
で
は
、
干
ば
つ
か
ら
村

民
を
救
う
た
め
、
弱
冠
21
歳
の
松
田
喜
七
庄
屋
が
、
財
産
を
投
げ

打
っ
て
奔
走
し
、
猫
の
迫
溜
池
の
水
を
持
っ
て
く
る
サ
イ
ホ
ン
式

の
水
道
管
を
大
野
川
の
底
に
設
置
す
る
こ
と
を
決
断
。
轟
泉
水
奉

行
か
ら
伝
授
さ
れ
た
門
外
不
出
の
漆
喰
（
し
っ
く
い
）
法
を
用
い
、

不
知
火
海
の
潮
流
と
闘
い
な
が
ら
の
難
工
事
を
克
服
し
、
嘉
永
５

年
（
１
８
５
２
年
）
に
見
事
完
成
し
ま
し
た
。

❸
舞
鴫
（
も
う
し
ぎ
）
棒
踊
り

　

幕
末
の
弘
化
２
年
（
１
８
４
５
年
）、
薩
摩
の
出
水
に
あ
る
野

田
郷
か
ら
伝
承
し
、
６
人
が
一
組
で
、
４
、５
組
の
編
成
で
踊
り

ま
す
。「
半
纏
袴（
は
ん
て
ん
は
か
ま
）に
茜
襷（
あ
か
ね
た
す
き
）、

手
甲（
て
こ
）す
ね
当
て
て
、黄
金
鉢
巻
き
り
っ
と
締
め
て
草
鞋（
わ

ら
じ
）が
け
、い
ざ
鎌
倉
と
六
尺
棒
を
お
っ
取
っ
て
、三
尺
研
鎌（
さ

ん
し
ゃ
く
と
が
ま
）
は
冴
え
わ
た
り
、
は
や
る
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
」
と
い
う
音
頭
取
り
唄
の
名
調
子
に
、「
エ
イ
エ
イ　

サ
ッ
サ
ッ

サ　

ノ
コ
イ
」
と
掛
け
声
も
勇
ま
し
く
、
打
ち
合
う
棒
と
鎌
の
音
、

ま
さ
に
戦
国
武
士
を
鼓
舞
す
る
勇
壮
な
示
現
流
棒
踊
り
で
、
こ
の

先
人
の
遺
徳
を
し
の
ぶ
た
め
太
鼓
踊
り
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

❹
上
巣
林
雨
乞
い
太
鼓

　

平
成
15
年
３
月
、ふ
る
さ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
性
化
事
業「
お

ど
ん
が
村
自
慢
」
を
機
に
有
志
が
立
ち
上
が
り
、
地
域
が
一
体
と

な
っ
た
「
上
巣
林
雨
乞
い
太
鼓
保
存
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
そ

の
昔
、
先
人
た
ち
は
干
ば
つ
期
に
村
を
見
下
ろ
す
山
の
中
腹
で
神

仏
に
祈
り
、
ま
た
互
い
に
励
ま
し
あ
う
よ
う
に
叩
い
た
こ
の
太
鼓
。

現
在
で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
地
区
内
の
唐
崎
神
社
大
祭
奉

納
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
催
し
物
に
参
加
し
な
が
ら
、
こ
の
太

鼓
と
と
も
に
先
人
た
ち
の
思
い
を
継
承
し
て
い
き
ま
す
。

❺
仲
町
の
茶
わ
ん
鉢
（
松
橋
高
校
う
き
う
き
レ
オ
ク
ラ
ブ
）

　

松
橋
高
校
は
６
年
前
、
松
橋
に
伝
わ
る
芸
能
の
一
つ
「
仲
町
の

茶
わ
ん
鉢
」
の
復
興
、
継
承
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
治

初
期
か
ら
松
橋
神
社
の
秋
祭
り
に
仲
町
が
奉
納
し
て
い
た
演
芸
の

一
つ
で
、
豊
年
を
祝
う
お
囃
子
（
は
や
し
）
を
背
景
に
人
形
が
皿

を
回
し
ま
す
。
圧
巻
は
、
最
後
に
人
形
が
「
灯
り
灯
篭
」
に
変
身

す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
時
の
「
あ
と
は
と
ー
ろ
ー
」
と
い
う
か

け
声
は
、「
ど
う
ぞ
前
を
お
通
り
く
だ
さ
い
。」
の
「
と
ー
ろ
ー
」
と
、

「
灯
り
と
ー
ろ
ー
」
の
懸
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

❻
塚
原
神
楽

　

十
五
柱
神
社
の
あ
る
塚
原
向
組
に
よ
っ
て
代
々
伝
え
ら
れ
て
い

る
神
楽
は
、
明
治
32
年
に
城
山
神
社
の
社
司
、
園
田
光
雄
さ
ん
指

導
の
も
と
、
塚
原
向
組
の
有
志
に
よ
り
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
在

も
子
ど
も
神
楽
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
十
五
柱
神
社
を
は
じ
め
近
郷

の
神
社
の
大
祭
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て

い
る
舞
は
、
13
種
類
あ
り
ま
す
。

❼
南
豊
崎
相
撲
取
り
踊
り

　

保
存
会
は
、
先
代
藤
本
フ
ジ
エ
さ
ん
の
代
に
南
豊
崎
に
始
ま
り

ま
し
た
。
昭
和
12
年
か
ら
戦
時
中
は
一
時
中
断
し
、
昭
和
23
年
に

復
活
。
松
橋
駅
落
成
記
念
日
に
上
演
さ
れ
た
ほ
か
、
各
家
々
の
お

祝
い
の
時
や
南
豊
崎
公
民
館
落
成
式
、
老
人
施
設
慰
問
な
ど
で
上

演
さ
れ
て
い
ま
す
。

❽
松
崎
豊
年
餅
つ
き
踊
り
（
豊
川
小
学
校
６
年
１
組
）

　

こ
の
踊
り
は
、
日
露
戦
争
の
戦
地
で
、
故
郷
の
正
月
を
想
い
、

餅
つ
き
を
真
似
し
た
兵
士
た
ち
の
踊
り
が
発
祥
で
す
。
そ
の
後
、

豊
年
を
祝
う
秋
祭
り
や
結
婚
式
で
も
踊
ら
れ
る
、
め
で
た
い
踊
り

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
男
性
役
は
、
は
っ
ぴ
姿
で
餅
を
つ

き
、
女
性
役
は
絣
（
か
す
り)

の
着
物
に
赤
い
た
す
き
で
餅
を
こ

ね
る
様
子
を
表
現
し
ま
す
。
昔
、
豊
川
地
区
の
干
拓
工
事
の
と
き

に
も
、
仕
事
の
合
間
に
こ
の
お
も
し
ろ
お
か
し
く
楽
し
い
踊
り
や

歌
が
働
く
人
々
の
心
を
癒
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

❾
本
村
雨
乞
い
太
鼓

　

戸
馳
島
は
大
き
な
川
が
な
く
、
昔
か
ら
干
ば
つ
に
悩
ま
さ
れ
、

島
民
の
水
に
対
す
る
思
い
は
厚
く
、
雨
乞
い
の
願
い
は
高
ま
っ
て

ゆ
き
ま
し
た
。
村
人
が
大
き
な
太
鼓
を
買
い
求
め
る
と
霊
照
寺
八

代
住
職
密
了
師
は
２
つ
の
鬼
の
面
を
掘
っ
て
村
人
に
渡
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
村
人
は
夏
に
な
る
と
毎
年
、
舞
い
踊
り
、
伝
承
し
て
い

ま
す
。「
昔
か
ら
太
鼓
に
託
す
雨
一
滴
」、
こ
れ
は
宇
城
市
発
足
直

後
、
統
合
さ
れ
た
旧
戸
馳
小
学
校
の
児
童
が
、
島
の
文
化
遺
産
を

た
ず
ね
歩
き
、
作
っ
た
町
お
こ
し
の
カ
ル
タ
の
文
で
す
。

宇土市 美里町
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