
芸

術
の
秋
に
集
う

今
年
度
の
文
化
祭
は
好
天
に
も
恵

ま
れ
、
多
く
の
方
々
に
ご
来
場
頂
き
、

作
品
を
通
し
て
交
流
と
親
睦
も
図
ら

れ
た
意
義
あ
る
も
の
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
準
備
か
ら
後
片
付
け
ま

で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

★

ど
う
も

ど
う
も
♡

末
崎
中
・
地
域
交
流
会

末
崎
中
学
校
（
佐
々
木
伸
一
校
長
）

は
、
令
和

年
度
を
も
っ
て
閉
校
す

6

る
こ
と
か
ら
、

月

日
、
地
域
交

11

13

流
会
と
称
し
、
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

で
「
地
域
へ
の
感
謝
の
会
・
ど
う
も

ど
う
も
」
を
開
催
し
た
。

当
日
は
、
地
元
住
民
や
保
護
者
70

人
程
が
駆
け
つ
け
た
。
会
場
入
口
で

は
、

年
生
が
元
気
な
声
で
自
分
た

1

ち
が
つ
く
っ
た
わ
か
め
の
販
売
を
行

っ
た
。

は
じ
め
に
、
最
後
の
卒
業
生
と
な

る

年
生
は
「
自
分
た
ち
は
、
こ
こ

3
ま
で
成
長
で
き
た
の
は
地
域
の
支
え

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
今
日
は
地
域

の
皆
さ
ん
に
感
謝
を
込
め
て
、
今
取

り
組
ん
で
い
る
防
災
学
習
の
成
果
を

発
表
し
ま
す
」
と
話
し
た
。

交
流
会
は

年
生
の
高
ら
か
な
掛

1

け
声
と

年
生
の
勇
壮
な
演
舞
に
よ

3

る
「
末
中
ソ
ー
ラ
ン
」
で
幕
が
開
け

ら
れ
た
。

★
健
康
維
持
に
係
る
講
演
会

末

崎

地

区

助

け

合

い

協

議

会

は
、

月

日
（
金
）
ふ
る
さ
と

11

1

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
「
脳
卒
中
に

な
ら
な
い
生
活
習
慣
」
の
講
演
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
38

名
。講

師
は
、
大
船
渡
市
健
康
推
進

課
保
健
師
及
川
美
緒
氏
。

脳
卒
中
と
は
、
脳
の
血
管
が
詰

ま
る
脳
梗
塞
と
脳
の
血
管
が
破
れ

る
脳
出
血
・
く
も
膜
下
主
出
血
が

あ
る
。

脳
卒
中
予
防
十
か
条

第
一
条

手
始
め
に
高
血
圧
か
ら
治
し
ま
し
ょ
う

第
二
条

糖
尿
病
放
っ
て
お
い
た
ら
悔
い
残
る

第
三
条

不
整
脈
見
つ
か
り
次
第
す
ぐ
受
診

第
四
条

予
防
に
は
た
ば
こ
を
止
め
る
意
志

を
持
て

第
五
条

ア
ル
コ
ー
ル
控
え
め
は
薬
、
過
ぎ
れ
ば
毒

第
六
条

高
す
ぎ
る
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
も
見
逃
す
な

第
七
条

お
食
事
の
塩
分
・
脂
肪
控
え
め
に

第
八
条

体
力
に
合
っ
た
運
動
続
け
よ
う

第
九
条

万
病
の
引
き
金
に
な
る
太
り
す
ぎ

第
十
条

脳
卒
中
起
き
た
ら
す
ぐ
に
病
院
へ

※
い
つ
ま
で
も
元
気
で
、
自
分
ら
し
い

生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
で
き
る
こ
と

か
ら
初
め
て
見
ま
し
ょ
う
‼

末
崎
地
区
公
民
館
は

月

日
、

10

26

日
の

日
間
、
ふ
る
さ
と
セ
ン

27

2

タ
ー
に
お
い
て

年
ぶ
り
と
な
る

5

町
民
文
化
祭
を
開
催
し
た
。
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
舞
台
部
門
は
差
し

控
え
、
展
示
部
門
と
呈
茶
の
み
の

開
催
と
し
た
。

今
回
も
末
崎
こ
ど
も
園
・
小
学

校
や
一
般
の
方
々
（
高
齢
者
等
）

か
ら
絵
画
・
書
道
・
水
墨
画
・
押

し
花
絵
・
ち
ぎ
り
絵
・
貼
り
絵
・

写
真
・
工
芸
・
陶
芸
・
手
芸
・
生

け
花
等

点
程
の
作
品
が
出

5
4
0

展
さ
れ
た
。

ど
れ
も
心
を
込
め
て
制
作
さ
れ

た
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
来

場
者
は
一
点
一
点
じ
っ
く
り
鑑
賞

し
て
い
た
。

ま
た
、

月

日
に
執
り
行
わ

10

19

れ
た
熊
野
神
社
（
泊
里
）
の
式
年

大

祭

の

様

子

も

東

京

霞

が

関

の

（
財
）

の
協
力
で
、
映

A
V
C
C

像
で
流
し
た
こ
と
か
ら
多
く
の
人

々
が
見
入
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
来
場
者
に
一
服
と
し

て
差
し
上
げ
る
呈
茶
に
も
数
多
く

の
人
々
が
訪
れ
、
心
静
か
な
ひ
と

と
き
を
味
わ
っ
た
。

 

13 追記
権現様等の鼻先人の鼻白はオマブリ(おまもり)
気仙地域の祭りに参加する子供達はお化

粧をして、鼻筋に白いおしろいをぬっても
らう風習があることを見てきました。現在
はたいぶ少なくなりましたがまだ見かける
ことがあります。
これは何を意味しているのか疑問に思っ

ていましたが、宮古市の黒森神楽の場合は、
権現様にお供えする食べ物(シトギ)を作っ
た、残りの白い汁を顔に塗ることによって
「オマブリ」としての効果があるとして、
周りの人々の顔に塗る風習であることがわ
かりました。
また、インターネットで調べたところ

次のような解説もありました。
「祭りに出る子供が綺麗に着飾って鼻筋に

白い線を引くのは、神がおりたもう目印であ
る。あるいは、ただの子供ではないことをあ
らわしている。」とありました。
鼻白(はなじろ)の意味を正しく伝える人がい
なくなったので、つける人と付けない人が半
々位になっていますが、これからはみなに知
らせて伝統を引き継ぐようにしたいと思いま
す。

獅子舞・権現様・虎舞等について

2019 年 11 月 3 日末崎町神坂熊野神社五年祭平組
はしご虎舞のサイプコ 半分位にハナジロがある

防

災

学

習

の

成

果

に

つ

い

て

は

「

災
害
か
ら
ど
う

命
を
守
る
か
」

等
、
色
々
な

視
点
で
の
発

表
が
あ

り
、
防

災
意
識
の
高

揚
と
そ
れ
を

持
ち
続
け
る
こ

と
の
大
切
さ
を
求

め
た
。
さ
ら
に
、
自
分
た
ち
は
「
助

け
ら

れ
る
人
か
ら

助
け
る
人
へ
」

に
な
る
と
力
強
く
宣
言
し
た
。

感

想

を

聞

か

れ

た

本

多

サ

ト

子

さ

ん
は
「
生
徒

の
皆
さ
ん
は
地
域

に
育
て
ら

れ
た
と
い
う

け
れ
ど
地

域
住

民
も
皆
さ
ん

か
ら
元
気
を
頂

い
て
生
活
す

る
こ
と
が
で

き
た
。

感
謝
し

か
な
い
。
こ

れ
か
ら
は
目

標

に
向
っ
て
頑

張
っ
て
ほ
し
い
」

と
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。

★
門
松
づ
く
り

日

時

月

日
（
日
）

時

12

15

10

受
付

作
業
タ
イ
ム

時

分
～

時

10

15

12

場

所

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

主

催

末
崎
地
区
公
民
館

主

管

ど
こ
竹
＠
武
蔵
野
三
鷹

末
崎
グ
ル
ー
プ

代
表

村
上
正
吉

申
込
先

末
崎
地
区
公
民
館

(

ー

)

29

2
9
5
5

申
込
期
限

月

日
（
月
）

12

9

参

加

料

材
料
代
と
し
て

個

円

1

5
0
0

※
全
体
の
高
さ
は

㎝
位
で
す

40

★
い
わ
て
み
ん
な
の
う
た

「
た
ら
り
ら
」
末
崎
こ
ど
も
園

番
組
収
録

末

崎

こ

ど

も

園

（

佐

々

木

美

穂

園

長

園

児

人

）

は

日

57

7

い

わ

て

み

ん

な

の

う

た

「

た

ら

り

ら

」

の

番

組

収

録

が

あ

り

、

岩

手

県

内

で

活

動

す

る

ア

ン

ダ

ー

パ

ス

の

M
A
S
A
H
I
R
O

さ

ん

と

さ

ん

の

混

成

M
I
K
A

ユ

ニ

ッ

ト

が

来

園

し

ま

し

た

。

「

た

ら

り

ら

」

は

、

散

歩

が

テ
ー
マ
で
、
曲
を
き
く
こ
と
で
、

街

を

ぐ

る

っ

と

散

歩

で

き

る

イ

メ
ー
ジ
の
楽
曲
で
す
。

収

録

に

は

、

大

船

渡

公

式

キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
「
お
お
ふ
な
ト
ン
」

と

盛

岡

放

送

局

マ

ス

コ

N
H
K

ッ

ト

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

「

が

ん

す

け

ど

ん

」

と

「

な

は

ん

ち

ゃ

ん

」

も

参

加

し

園

児

と

一

緒

に

踊
っ
て
い
ま
し
た
。

園

児

は

声

高

ら

か

に

歌

を

歌

い

な

が

ら

、

元

気

い

っ

ぱ

い

に

踊
り
ま
し
た
。

歌
詞
の
一
部
抜
粋

波
に
洗
わ
れ
た

こ
ろ
こ
ろ
石

の

碁
石
海
岸

三
面
椿

熊
野
神

社

世
界
の
椿
館
・
・
・

放
送
予
定

月

日
（
金
）

11

22

「
お
ば
ん
で
す

い
わ
て
」
午
後

時

分
～
放
映

6

10
そ

の

後

「

い

わ

て

み

ん

な

の

う
た
」
で
も
放
送
予
定
で
す
。

テ

レ

午

前

時

分

～

E

8

55

9

時

総

合

テ

レ

ビ

午

後

時
3

55

分
～

時
4
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