
「
今
井
ふ
る
さ
と
歌
留
多
の
会
」
を
中
心
に
制
作
さ
れ
た
紙
芝
居
を
今
回
と
次
回
に

分
け
て
特
集
し
ま
す
。
今
回
は
会
長
の
原
勝
美
さ
ん
に
制
作
の
様
子
や
作
品
を
2

話
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

紙
芝
居
の
制
作
に
つ
い
て

　
　
今
井
ふ
る
さ
と
歌
留
多
の
会

　
「
今
井
ふ
る
さ
と
歌
留
多
」
の

制
作
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
、
小
学
校

と
の
交
流
会
で
、
あ
る
お
母
さ
ん

に
「
今
井
に
は
昔
話
っ
て
な
い
ん

で
す
か
。
有
っ
た
ら
子
供
に
話
し

て
聞
か
せ
た
い
」
そ
ん
な
お
話
を

伺
っ
て
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

今
井
の
昔
話
は
、
武
居
兵
助
さ

ん
が
「
今
井
の
夜
話
」
と
し
て
冊

子
に
ま
と
め
て
残
さ
れ
て
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
絵
本
か
紙
芝
居
に

で
き
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
。

　

歌
留
多
の
会
員
の
中
に
紙
芝
居

を
小
学
校
な
ど
で
や
っ
て
お
ら
れ

る
方
が
居
ら
れ
ま
し
た
。
紙
芝
居

の
作
り
方
を
一
か
ら
教
え
て
頂

き
、「
今
井
の
夜
話
」
を
基
に
脚

本
を
書
い
て
頂
き
ま
し
た
。「
さ

て
挿
絵
は
ど
う
し
よ
う
」
こ
れ
が

難
題
で
頭
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
い

ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時「
福
祉
ひ
ろ
ば
」コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
さ
ん
が
絵
を
描
い

て
い
る
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

「
な
ん
と
か
や
っ
て
み
ま
す
」
の

快
諾
を
頂
き
、
第
一
作
「
横
出
が

崎
の
お
夏
」
が
完
成
し
ま
し
た
。

そ
の
後
幸
運
に
も
お
二
人
の
描
き

手
が
発
掘
で
き
、
現
在
五
作
を
完

成
さ
せ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
ま

た
後
二
作
も
脚
本
が
完
成
し
絵
を

画
く
作
業
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
紙
芝
居
は
原
画
は
保
存
し
、

パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
で
印
刷
し

て
お
り
ま

す
。
ま
た

同
じ
挿

絵
、
脚
本

に
て
絵
本

の
制
作
も

並
行
し
て

進
め
て
お

り
ま
す
。

　昔、古池や野口の辺りは「古
こ み

見大
おおいけはら

池原」とよばれる
草原でした。西の山が鉢盛中学校の辺りで岬のように
東に張り出して「横出が崎」と呼ばれていました。こ
こに「お夏」と呼ばれる女狐が住んでいました。この
お夏さんが方々の仲間と協力し、悪い庄屋を懲らしめ
るというお話です。日本全国に伝わる狐の嫁入りの民
話と、お夏さんの伝説が結びついて一つの話となって
伝わったと思われます。お夏さんの仲間に有名な「桔
梗ヶ原の玄蕃之丞」がいますが、彼は機関車に化けて
衝突して死んだと伝えられていますが、お夏さんには
死んだという話は伝わっておりません。今でも「こん
原」の辺りを歩いているのかもしれません。お夏さん
が化けるのは絶世の美女と伝えられています。

　續麻様は、上今井の産
うぶすなさま

土様です。かつては草間、岩
垂、神戸、神林、大池の近隣五村の総社であったと言
い伝えられます。また諏訪大社の祭神の娘とも、妹と
も言い伝えられ、今井と諏訪地方との古い結びつきを
彷彿とさせます。お名前を天

あまのたなばたひめ

棚機姫の命と申され、機
織り、裁縫、安産の神様として深く信仰されておられ
ました。鎖川の上流より流されて来たという洪水伝説、
井戸を掘っても水が出ない、續麻様の祟り伝説等、水
の問題に非常に苦労した、我が今井の祖先の心情がよ
く反映された物語だと思います。今は兼平神社を合祀
して現在の位置に鎮座されておられますが、かつての
御
ござし ょ

座所のすぐ脇を扇
せんすがわ

子川がとうとうと流れ、天
あまのたなばたひめ

棚機姫
がつかまって這い上がった藤の古木が茂っていたそう
です。そして例大祭の提灯が川に映る様は近隣から「今
井の灯籠祭り」と称えられたと言われています。

紙芝居の様子

①横
よこ

出
で

が崎
さき

のお夏「きつねの嫁入り」②續
つう

麻
そ

様
脚本：篠田　暘（野口）　絵：福祉ひろばコーディネーター脚本 : 原　勝美（下新田）　絵：桃井枝里子（南耕地）

今
井
昔
話
が
紙
芝
居
に
な
り
ま
し
た

子
ど
も
に
伝
え
た
い
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１
月
４
日
（
水
）
に
10
名
程
の

子
ど
も
た
ち
が
、
子
ど
も
会
育
成

会
協
力
員
、
福
祉
協
議
会
高
齢
者

部
会
の
方
と
も
ち
つ
き
を
行
い
ま

し
た
。

　

蒸
し
た
も
ち
米
を
臼
に
入
れ
、

大
人
が
き
ね
で
こ
ね
た
後
、
子
ど

も
た
ち
が
順
に
つ
き
ま
し
た
。
き

ね
が
も
ち
で
は
な
く
臼
の
へ
り
に

当
た
っ
た
り
し
な
が
ら
も
お
も
ち

　

12
月
11
日
（
日
）
の
午
前
中
30

名
あ
ま
り
の
親
子
が
参
加
し
て
、

恒
例
の
ク
リ
ス
マ
ス
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

前
半
は
人
形
劇
団
“
や
ま
ん
ば
”

に
よ
る「
三
び
き
の
子
ぶ
た
」と「
ど

う
な
が
の
プ
レ
ッ
ツ
ェ
ル
」
で
し

た
。
ま
ず
松
本
山
雅
の
応
援
手
拍

子
で
子
ど
も
達
の
気
を
ひ
き
、
信

濃
の
国
の
曲
に
合
わ
せ
効
果
音
を

出
す
楽
器
の
説
明
を
し
て
人
形
劇

の
世
界
へ
引
き
込
ん
で
い
き
ま
し

た
。
物
語
の
途
中
で
は
、「
危
な

い
行
っ
ち
ゃ
ダ
メ
」
と
体
を
の
り

出
し
た
り
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に

安
堵
し
た
り
、
話
の
中
に
参
加
し

て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

後
半
は
、
ホ
イ
ッ
プ
ク
リ
ー
ム

や
ス
プ
リ
ン
ク
ル
な
ど
で
ロ
ー
ル

ケ
ー
キ
を
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、

マ
イ
ケ
ー
キ
を
作
り
、
お
い
し
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。

が
出
来
上
が
り
、
持
ち
帰
っ
て
焼

い
て
食
べ
る
よ
う
に
丸
も
ち
に
し

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
別
に
用
意
し
て
い
た

だ
い
た
ゴ
マ
、
き
な
粉
を
ま
ぶ
し

た
お
も
ち
や
お
雑
煮
を
お
い
し
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

12
月
１
日
付
で
、
今
井
地
区
の

民
生
・
児
童
委
員
５
名
の
み
な
さ

ま
が
交
替
し
ま
し
た
。
氏
名
と
担

当
町
会
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
齊
藤
　
明
さ
ん

（
中
村
・
中
沢
・
下
新
田
）

　
須
澤
　
秀
子
さ
ん

（
境
新
田
・
東
耕
地
）

　
大
槻
　
義
治
さ
ん

（
南
耕
地
・
西
耕
地
）

　
三
村
　
和
子
さ
ん

（
北
耕
地
・
北
今
井
）

　
桃
井
　
多
美
子
さ
ん

（
主
任
児
童
委
員
）

　

今
の
子
ど
も
の
遊
び
と
い
え
ば
、

ま
ず
ゲ
ー
ム
だ
と
思
う
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
中
で
、

昔
な
が
ら
の
遊
び
を
し
て
い
る
子

ど
も
の
姿
を
見
る
と
ほ
っ
と
し
ま

す
。
給
食
で
で
る
牛
乳
の
ふ
た
を

集
め
思
い
思
い
の
絵
を
描
き
、
二

枚
三
枚
と
く
っ
つ
け
て
強
度
を
増

し
、
試
行
錯
誤
し
て
自
分
の
め
ん

こ
を
作
っ
て
い
る
姿
は
、
き
っ
と

昔
の
子
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
微
笑
ま
し
く
思
い
ま
す
。

　

私
の
子
ど
も
の
頃
の
遊
び
で
覚

え
て
い
る
の
は
、
今
で
も
あ
る

ル
ー
ビ
ッ
ク

キ
ュ
ー
ブ
で

す
。
色
を
全

く
揃
え
る
事

が
出
来
ず
、
挙
句
の
果
て
に
色
の

シ
ー
ル
を
全
部
剥
が
し
て
真
っ
黒

に
し
、「
全
部
揃
っ
た
ー
」
と
母

に
見
せ
た
の
で
す
。

　

今
井
で
は
今
で
も
小
学
校
で
ス

ケ
ー
ト
リ
ン
ク
を
作
り
ま
す
が
、

昔
は
も
っ
と
盛
ん
で
、
自
分
の
ス

ケ
ー
ト
靴
を
殆
ど
の
子
が
持
ち
、

田
ん
ぼ
の
リ
ン
ク
で
も
滑
っ
て
い

ま
し
た
。
今
で
は
普
通
に
見
か
け

る
白
い
ラ
イ
ン
の
入
っ
た
ス
ピ
ー

ド
靴
は
、
私
の
小
さ
い
頃
ま
だ

持
っ
て
い
る
子
が
少
な
く
、
自
分

だ
け
な
の
が
嫌
で
マ
ジ
ッ
ク
で
黒

く
塗
り
つ
ぶ
し
、
翌
年
に
流
行
り

だ
し
慌
て
て
消
す
は
め
に
。
ま
だ

う
っ
す
ら
と
マ
ジ
ッ
ク
が
残
る
思

い
出
の
靴
が
数
年
前
に
出
て
き
た

の
で
す
。

No.264

「子どもの

頃のあそび」

親
子
で
楽
し
ん
だ

　
ク
リ
ス
マ
ス
会

みんなでもちを丸めます

人形劇観賞の様子

もちつきの様子

我
が
故
郷
の
小
海
線

　
小
海
線
を
知
っ
て
い
ま

す
か
？
鉄
子
さ
ん
、
鉄
男

さ
ん
な
ら
ご
存
じ
の
日
本

で
一
番
標
高
の
高
い
『
野

辺
山
駅
』
が
あ
る
J
R
線

▼
ち
な
み
に
私
の
故
郷
は
そ
の
隣
の

『
信
濃
川
上
駅
』。
故
郷
は
遠
き
に
あ

り
て
…
の
ご
無
沙
汰
娘
で
通
し
た
私

も
、
縁
あ
っ
て
月
一
回
の
利
用
で
は

あ
る
が
小
淵
沢
駅
で
乗
り
換
え
、
小

海
駅
ま
で
旅
行
気
分
で
利
用
し
て
い

る
今
日
こ
の
頃
。
車
窓
に
顔
を
く
っ

つ
け
見
入
る
春
の
芽
吹
き
、
夏
の
引

き
込
ま
れ
そ
う
な
濃
い
緑
の
林
、
秋

は
唐
松
の
黄
葉
が
、
そ
し
て
凍
て
つ

く
冬
も
お
勧
め
。
車
窓
か
ら
の
風
景

は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
豊
か
で
楽
し
ま

せ
て
く
れ
る
▼
そ
れ
に
し
て
も
、
東

京
方
面
か
ら
の
観
光
客
の
多
い
こ
と

に
は
驚
く
ば
か
り
。
特
に
清
里
、
野

辺
山
駅
は
人
々
の
群
れ
で
別
世
界
に

来
た
か
の
錯
覚
、
都
心
か
ら
だ
と
一

泊
二
日
く
ら
い
の
手
頃
な
避
暑
地
と

い
う
所
か
▼
川
上
駅
で
降
車
す
る
客

は
奥
秩
父
に
登
る
人
達
か
、
松
原
湖

駅
も
、
八
ヶ
岳
に
登
る
の
か
登
山
姿

の
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
数
名
程
降
車
。

そ
し
て
小
海
駅
の
休
日
は
学
校
も
休

み
な
の
で
私
の
他
に
や
は
り
数
名
が

降
車
す
る
だ
け
。
今
日
も
終
点
『
小

諸
駅
』
ま
で
走
り
続
け
る
高
原
列
車

▼
一
句
ひ
ね
っ
て

山
霧
の
中

飛
び
込
ん
で
い
く
小
海
線（
S・H
）

今井地区の人口

世
帯
数
　
　
　
一
、五
三
〇
戸

（
前
年
比
　
　
二
戸
増
）

人
　
口
　
　
　
三
、九
五
五
人

（
前
年
比
三
十
八
人
減
）

男
　
　
　
　
　
一
、九
一
二
人

（
前
年
比
　
一
八
人
減
）

女
　
　
　
　
　
二
、〇
四
三
人

（
前
年
比
二
〇
人
減
）

今
年
の
成
人
者
数

（
市
外
転
出
者
含
む
）
四
十
一
名

（平成 29 年 1 月 1 日現在）
（対比 平成 28 年 1 月）

民
生・児
童
委
員
の
紹
介

子
ど
も
会
育
成
会

正
月
餅
つ
き
大
会
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