
両
り ょ う た に

谷獅子舞 保存会
生き生き人生　わくわく私（双海町両谷地区）

　
お
祭
り
の
季
節
が
近
づ
く
と
、

双
海
町
両
谷
地
区
で
は
、
太
鼓
の

音
や
に
ぎ
や
か
な
声
が
集
会
所
か

ら
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る「
両
谷
の
獅
子
舞
」。
双

海
町
に
唯
一
残
る
獅
子
舞
で
す
。

　
現
在
の
保
存
会
会
長
は
岡
﨑
正

雄
さ
ん
。「
名
ば
か
り
の
会
長
で
す
」

と
謙
遜
し
な
が
ら
も
、「
両
谷
の
獅

子
舞
」
が
江
戸
時
代
に
本
庁
地
区

か
ら
伝
わ
っ
た
こ
と
、
戦
後
に
途

絶
え
て
昭
和
６０
年
に
復
活
し
た
こ

と
な
ど
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　「
公
民
館
の
建
て
替
え
を
機
に
、

『
獅
子
舞
の
道
具
が
あ
る
け
ん
、
や

ら
ん
か
』
と
、
地
区
で
話
し
合
っ

て
再
び
獅
子
舞
を
始
め
ま
し
た
。

　
台
本
も
楽
譜
も
何
も
な
い
の

で
、
昔
の
獅
子
舞
を
覚
え
て
い
る

人
が
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。」

　
そ
の
時
教
わ
っ
た
側
が
、
今
は

教
え
る
側
に
な
り
、
当
時
サ
ル
役

を
し
て
い
た
人
は
、
今
、
自
分
の

子
ど
も
と
一
緒
に
獅
子
舞
の
練
習

に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
子
役
と
し
て
参
加
で
き
る
の
は

３
歳
～
小
学
４
年
生
。
サ
ル
・
キ

ツ
ネ
・
狩
人
へ
と
、
成
長
と
共
に

演
じ
る
役
を
替
え
て
い
き
ま
す
。

　
大
人
は
お
じ
い
さ
ん
・
獅
子
・

太
鼓
を
演
じ
、
今
は
２６
年
同
じ
人

が
演
じ
続
け
た
獅
子
の
、
後
継
者

育
成
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
今
の
課
題
は
人
員
確
保
。
子
役

は
他
の
地
区
か
ら
も
参
加
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

　
時
に
子
ど
も
が
泣
き
出
す
ほ
ど

怖
い
顔
を
し
た
獅
子
。
子
ど
も
た

ち
に
獅
子
を
怖
く
な
い
の
か
尋
ね

る
と
、「
獅
子
は
怖
く
な
い
、
か
っ

こ
い
い
。
大
人
に
な
っ
た
ら
獅
子

や
太
鼓
も
し
て
み
た
い
。」と
い
う

答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
獅
子

舞
の
楽
し
さ
は
、
演
じ
る
人
た
ち

の
笑
顔
が
物
語
っ
て
い
ま
す
。

約
２００
年
前
に
伝
わ
っ
た「
両
谷
の
獅
子
舞
」。

台
本
も
何
も
な
く
、
先
人
が
記
憶
を
た
ど
り

な
が
ら
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

市指定無形民俗文化財

▲手作りの練習用獅子。汗対策。
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