
 

今
年
も
無
事
妙
見
祭
が
終

わ
っ
た
の
ぉ
。
12
月
は
、
本
物

の
笠
鉾
は
お
休
み
じ
ゃ
。
そ
こ

で
今
回
は
、
笠
鉾
本
蝶
蕪
の

実
物
大
模
型
を
紹
介
す
る
わ

い
。
こ
れ
は
、
八
代
高
等
職
業

訓
練
校
技
能
士
会
会
員
の
人

た
ち
が
笠
鉾
の
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
造
っ
た
ん
じ
ゃ
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,今月の笠鉾 
-笠鉾本蝶蕪実物大模型- 

笠
鉾
の
構
造
が
よ
く
わ
か
る
じ
ゃ
ろ
？ 

笠
鉾
恵
比
須
の
波
と
鯛
を
八
代
の
大
工
が
作
っ

た
記
録
が
あ
る
よ
う
に
、
笠
鉾
に
は
八
代
の
大
工

も
関
わ
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
。
昔
は
笠
鉾
の
ち
ょ
っ
と

し
た
修
理
は
、
町
の
大
工
が
し
て
お
っ
た
と
思
う
ん

じ
ゃ
が
、
今
は
そ
ん
な
人
も
ほ
と
ん
ど
お
ら
ん
じ
ゃ

ろ
。
そ
し
て
笠
鉾
は
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
お
る
か
ら
、
壊
れ
た
部
材
を
瞬
間
接
着

剤
で
く
っ
つ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
訳
に
は
い
か
ん
の

で
、
こ
の
模
型
を
造
っ
た
人
た
ち
に
修
理
を
お
願
い

す
る
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
よ
。
笠
鉾
の
こ
と
を
よ
く

わ
か
っ
て
お
る
し
、
そ
の
道
の
プ
ロ
じ
ゃ
か
ら
の
。
現

在
使
わ
れ
て
お
る
笠
鉾
の
骨
組
の
中
に
も
作
り
直

し
て
も
ら
っ
た
も
の
も
あ
る
ん
じ
ゃ
。
笠
鉾
を
次
の

世
代
に
受
け
継
い
で
い
っ
て
も
ら
う
に
は
、
祭
り
に

参
加
す
る
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
修
理
を
す
る
人
も

お
ら
ん
と
い
か
ん
の
じ
ゃ
。
そ
う
思
っ
て
見
る
と
模

型
も
意
義
あ
る
も
の
に
見
え
る
じ
ゃ
ろ
。 

    

展示期間：12/3(日)-12/23(土) 
 

え  

び  

す 

ほ
ん  

ち
ょ
う  か
ぶ 

‣「妙見宮祭礼絵巻（白描）」 
先頭の獅子から木馬までを紹介 
 

‣「笠鉾の骨組大集合」 
妙見祭も終わって 9基の笠鉾 
すべての骨組が勢ぞろい！ 

 
 
 

２階お宝ギャラリー 

展示中！R6.１/８ まで 



 

 

と 

き 

12
月
17
日
（日
） 

10
時
～
11
時 

※
開
場
9
時
30
分 

 

と
こ
ろ 

お
祭
り
で
ん
で
ん
館 

会
議
室 

 

内 

容 

第
9
回
目 

「弥
生
時
代
の
八
代 

～
土
器
に
ド
キ
ド
キ
の
60
分
～
」 

 
 

           

講 

師 

文
化
振
興
課 

学
芸
員 

西
山
由
美
子 

 

定 

員 

先
着
30
人 

※
事
前
申
し
込
み
不
要 

八
代
の
民
俗
芸
能
を
一
日
中
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
八
代
各
地
の
特
産
品
や
妙
見
祭

グ
ッ
ズ
を
販
売
す
る
「ぽ
か
ぽ
か
マ
ル
シ
ェ
」
も
あ
り
ま

す
よ
。
さ
し
よ
り
き
て
み
ら
ん
ね
♪ 

日
本
列
島
で
本
格
的
な
米
作
り
が
始
ま
っ
た

弥
生
時
代
の
八
代
の
様
子
を
土
器
や
青
銅
器

な
ど
様
々
な
出
土
品
か
ら
解
き
明
か
し
ま

す
。 

迫力あるお祭り体感シアターの映像は、子どもから大人

まで人気だわ。特に妙見祭の様子を紹介した映像は、放映

後に拍手が起こることもあるの。だけど、これは仮の映像

だって知ってた？ 

実は、シアターの映像は、令和 2年に放映用の映像撮影

をするために、平成 30年と令和元年にロケ隊が下見に来

た時の記録用の映像を編集したものだったの。撮影本番の

はずだった令和 2 年は新型コロナウイルス感染拡大の影

響で妙見祭の行列が中止になったので、令和 3 年 7 月の

お祭りでんでん館のオープンに間に合うように作ったの。

本番用の映像ではなかったのに上手く編集してあると思

うわ。映像の最後の方で音楽が盛り上がる中、映像と絵巻

の絵が出てきて最後に「八代妙見祭」って文字が出てくる

ところなんか「じーん」とくるもの。 

前置きが長くなっちゃったわね。今年はお天気にも恵まれ

てバッチリ映像が撮れたわよ（去年は 3 年ぶりの妙見祭

だったけど、雨で映像が撮れなかったの😢）。みんながマ

スクを外して水引幕とか新調されたものもあって、いい映

像が撮れたと思うわ。これから編集作業をしてもらって来

年 4 月からは新しい妙見祭の映像を流すわよ～。楽しみ

にしててね。今放映されている映像も希望すれば見ること

ができるから「自分が映ってたのに～」っていう人も安心

してね。 

と 

き 

令
和
6
年
1
月
21
日
（
日
）  

10
時
～
16
時 

 

主 

催 

八
代
市
民
俗
文
化
財
保
存
連
合
会 

 

共 

催 

八
代
市 

 

お
問
合
せ 

お
祭
り
で
ん
で
ん
館 

 

前置きが長くなっちゃったわね。今年はお天気にも恵ま

れてバッチリ映像が撮れたわよ（去年は 3 年ぶりの妙見

祭だったけど、雨で映像が撮れなかったの😢）。みんなが

マスクを外して参加し、水引幕とか新調されたものもあっ

て、いい映像が撮れたと思うわ。 

これから編集作業をして 

もらって来年 4月からは新 

しい妙見祭の映像を流すわ 

よ～。楽しみにしててね。 

今放映されている映像も 

希望すれば見ることができ 

るから「自分が映ってたの 

に～」っていう人も安心し 

てね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お祭りでんでん館（八代市民俗伝統芸能伝承館） 〒866-0863 熊本県八代市西松江城町１-４７ 

TEL 0965-37-8737  FAX 0965-37-8738  MAIL bunka@city.yatsushiro.lg.jp 

イ
ベ
ン
ト
情
報
・
お
し
ら
せ 

会議室予約 でんでんＨＰ Instagram 

月
イ
チ
文
化
財
講
座
⑨ 

お祭り体感シアター用の映像撮影をしたわ 

今月の民俗芸能 ～二
ふ た

見
み

雨
あ ま

乞
ご

い踊
お ど

り～ 
 11 月 5 日（日）に 4 年ぶりの開催となるふたみ収穫祭

風土フェスタで、「二見雨乞い踊り」が公演されました。 

二見雨乞い踊りは、二見洲口町で伝承されてきた芸能で、

昭和の中頃に復活した際に、子どもたちが踊るようになり

ました。現在では、地域の方や卒業生の方の指導のもと、

二見小学校の子どもたちに伝えられています。 

 

 

 

二見小 3・4・5・6年生のみなさんによる「二見雨乞い踊り」 

今回の公演では、「花
はな

棒
ぼう

」の踊りが復活されました。太

鼓や鉦のリズムと花棒、唐
とう

団扇
う ち わ

のコンビネーションはとて

も見事でした！ 

 

 

 

二見洲口町 
FUTAMI SUGUCHI MACHI 

花棒 

唐団扇 

妙見祭が恋しくなったら、 
でんでん館に来るのよ★ 

お下り出発前の神馬のお祓いを撮影中 


