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町
の
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る「
泉
井
神
社

獅
子
舞
」、「
八
坂
神
社
祭
り
囃ば

や
し子

」、「
毛
呂
神
社
屋

台
囃
子
」は
無
病
息
災
・
五
穀
豊
穣
な
ど
を
願
い
、地

域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。笛
や
太
鼓
の
お
囃は
や
し子
に
あ
わ
せ
て
演
じ
ら
れ
る

踊
り
や
獅
子
舞
は
、い
ず
れ
も
勇
壮
で
華
や
か
な
も

の
で
す
。

　

戦
争
な
ど
に
よ
る
中
断
を
乗
り
越
え
、後
継
者
不

足
や
時
代
の
変
化
に
よ
り
一
部
は
形
を
変
え
な
が
ら

も
、各
地
域
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
今
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
対
策
の
観
点
か
ら
、奉
納
等
が
中
止
と
な
り
ま
し

た
。こ
の
状
況
下
で
次
世
代
に
大
切
な
地
域
の
文
化

を
残
し
て
い
く
た
め
に
も
、そ
の
歴
史
・
伝
統
を
受

け
継
ぐ
保
存
会
の
皆
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

 鳩⼭町では、町内に残る獅⼦舞や
お囃⼦の記録映像を作成し、町⽴図
書館で貸出を⾏っているほか、広報
はとやま動画チャンネルでもダイ
ジェスト版を⾒ることができます。
■問合せ 町教育委員会⽂化財担当 
☎ 296-3862

　
「
子
ど
も
の
頃
か
ら
、毛
呂
神
社
の
屋

台
囃
子
は
好
き
だ
っ
た
。高
度
経
済
成

長
期
に
社
会
情
勢
の
影
響
か
ら
か
、後

継
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
誘
わ

れ
た
の
が
、囃
子
を
始
め
た
き
っ
か
け
」

と
話
す
の
は
会
長
の
植
木
さ
ん
。

　

古
く
か
ら
存
続
し
て
き
た
伝
統
芸
能

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、残
し
て
い
き
た

い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
る
中
、後
継

者
不
足
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。

　
「
こ
こ
数
年
、女
性
が
数
名
入
会
し
た

り
、小
学
生
時
代
に
太
鼓
を
練
習
し
て

い
た
子
が
大
人
に
な
り
、叩
き
に
来
て

く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
る
い
兆

し
」「
熊
井
か
ら
出
て
い
っ
た
子
が
、お

祭
り
だ
け
で
も
参
加
し
て
く
れ
れ
ば
、

に
ぎ
や
か
で
嬉
し
い
」と
強
い
思
い
で

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
、亀
井
小
学
校
の「
昔
を
学
ぶ
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「
小
さ
い
と
き
か
ら
、八
坂
神
社
の
祭

り
囃
子
に
は
、慣
れ
親
し
ん
で
き
た
。小

学
校
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
子
ど
も

会
を
通
じ
て
関
わ
り
、そ
の
後
は
遠
ざ

か
っ
て
い
た
が
、社
会
人
と
な
り
誘
わ

れ
て
太
鼓
を
叩
く
よ
う
に
な
っ
た
」と

話
し
て
く
れ
た
の
は
、保
存
会
会
長
の

大
野
さ
ん
。

　
「
笛
と
違
い
、太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
多
少

の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
て
も
体
が
覚
え
て

い
る
」と
の
こ
と
で
す
。

　

八
坂
神
社
祭
囃
子
保
存
会
に
は
、毎

年
多
く
の
子
ど
も
が
参
加
し
、練
習
し

て
い
ま
す
が
、山
車
が
出
て
い
る
時
間

は
、子
ど
も
も
山
車
に
つ
い
て
い
く
の

で
、神
楽
殿
の
お
囃
子
を
聴
い
て
く
れ

る
観
客
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

り
、本
番
で
叩
け
る
子
が
限
ら
れ
て
し

ま
う
問
題
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

か
つ
て
、八
坂
神
社
祭
り
囃
子
が
廃

れ
始
め
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、毛

呂
神
社
屋
台
囃
子
に
関
わ
り
の
あ
る
方

が
小
用
に
移
り
住
み
、八
坂
神
社
の
祭

り
囃
子
を
盛
り
上
げ
た
経
緯
が
あ
り
ま

す
。

八坂神社祭囃子保存会
会長　大野 勝さん

熊井祭囃子保存会　　会長　植木 弘さん（写真中央）
副会長　仲島 公夫さん（写真左）
子ども囃子指導部　小鷹 直樹さん（写真右）

　熊井祭囃子保存会

　今宿八坂神社祭囃子保存会

 太鼓・笛・あたり鉦
がね

・踊りで
構成され、「仁

にん ば

羽」「屋台」「数
え唄」「祇園囃子」などの曲目が
あり、疫病流行の際、無病息災な
どを願い始まったとされていま
す。７月の熊井毛呂神社の例大
祭（通称天王様）で行われる町指
定無形民俗文化財です。

毛呂神社屋台囃子

 京都祇園囃子の流れを汲
く

む
「祇園ばやし」「屋台」「仁

にんば

羽」
などの曲目があり、山

だ し

車・
神
みこし

輿・獅子の渡
とぎょ

御が行われま
す。300年以上の歴史があり、
無病息災などを願い始まった
とされます。7月の今宿八坂
神社の例大祭で行われる町指
定無形民俗文化財です。

八坂神社祭り囃子　

こ
の
理
由
は
、八
坂
神
社
祭
り
囃
子

と
毛
呂
神
社
屋
台
囃
子
の
節
が
似
通
っ

て
い
る
た
め
で
、数
年
前
に
は
、熊
井
祭

囃
子
保
存
会
の
方
に
、山
車
や
神
楽
殿

で
笛
や
太
鼓
の
演
奏
を
し
て
い
た
だ
い

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

地
域
の
枠

を
越
え
、
お

互
い
の
祭
り

囃
子
に
影
響

を
与
え
つ

つ
、
更
な
る

発
展
が
起
き

る
こ
と
を
願

い
ま
す
。　

■各団体についての問合せ
・泉井獅子舞保存会
　千装 公明　会長 ☎296-0559
・今宿八坂神社祭囃子保存会
　大野 勝　会長　☎ 296-0040
・熊井祭囃子保存会
　植木 弘　会長　☎ 296-1312

会
」で
は
太
鼓
の
指
導
や
演
技
を
行
い
、ひ

ば
り
保
育
園
の
夏
ま
つ
り
で
は
、お
囃
子

を
披
露
し
て
い
ま
す
。「
披
露
で
き
る
場
が

増
え
れ
ば
励
み
に
な
る
」と
の
こ
と
で
し
た
。

　

か
つ
て
、地
域
を
練
り
歩
い
て
い
た
獅

子
舞
は
、長
年
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、平

成
30
年
か
ら
は
神
社
敷
地
内
を
練
り
歩
く

形
で
復
活
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。ま
た
、囃
子

の
曲
目
が
似
通
っ
て
い
る
今
宿
八
坂
神
社

祭
り
囃
子
と
の
地
域
を
越
え
た
交
流
の
実

現
も
、強
く
願
っ
て
い
ま
し
た
。

　

長
ら
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
屋
台
囃
子

を
継
承
し
つ
つ
、新
し
い
時
代
の
形
も
取

り
入
れ
、次
の
世
代
に
残
し
て
い
き
た
い
思

い
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

泉井神社獅子舞保存会
会長　千

ちぎら

装 公明さん

　
「
泉
井
の
獅
子
舞
そ
の
も
の
は
子
ど
も

の
獅
子
舞
。か
つ
て
は
当
番
が
各
家
を
回

り
、獅
子
を
舞
う
子
ど
も
を
見
つ
け
て
い

た
」と
話
し
て
く
れ
た
の
は
、保
存
会
会
長

の
千
装
さ
ん
。現
在
、少
子
化
に
よ
っ
て
獅

子
を
舞
う
子
ど
も
を
見
つ
け
る
こ
と
に
、

保
存
会
は
苦
労
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、「
さ
さ
ら
」と
呼
ば
れ
る
竹
の

楽
器
を
演
奏
す
る
花
笠
と
い
う
役
は
、か

つ
て
男
子
の
み
で
あ
っ
た
も
の
を
女
子
で

も
で
き
る
よ
う
に
し
、獅
子
も
長
男
し
か

で
き
な
か
っ
た
も
の
を
今
は
小
学
４
年
生

以
上
の
男
子（
希
望
す
れ
ば
女
子
も
可
）に

枠
を
広
げ
て
い
ま
す
。ま
た
、笛
を
吹
く
の

は
成
人
男
子
で
あ
っ
た
も
の
が
、今
は
花

笠
を
卒
業
し
た
中
高
生
も
参
加
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
「
獅
子
舞
を
子
ど
も
の
頃
に
行
い
、そ
の

後
、祭
り
の
参
加
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い

た
。し
か
し
子
ど
も
が
笛
を
や
り
た
い
と

い
う
こ
と
で
、親
の
自
分
も
始
め
た
」と
話

し
て
く
れ
た
の
は
、会
計
の
恩
田
さ
ん
。子

ど
も
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
親
も
興
味

を
も
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
理
想
だ
そ
う

で
す
。現
在
は
、新
た
に
泉
井
地
区
の
住
民

　泉井獅子舞保存会

　大獅子・男
お じ し

獅子・女
め じ し

獅子
の３頭の獅子、花

はながさ

笠、猿
さるたひこ

田彦
などで構成されるササラ獅
子舞。500 年以上の歴史が
あり、五穀豊穣や無病息災
を願い、始まったといわれ
ています。10 月の泉井神
社の例大祭で行われる町指
定無形民俗文化財です。

泉井神社獅子舞と
な
っ
た
人
の
子
ど
も
も
獅
子
舞
に
参
加

し
て
い
ま
す
。「
生
ま
れ
た
時
か
ら
泉
井
に

住
ん
で
い
る
子
も
新
し
く
越
し
て
き
た
家

の
子
も
、み
ん
な
同
じ
泉
井
の
子
ど
も
」と

い
う
の
が
保
存
会
の
ス
タ
ン
ス
だ
そ
う
で
す
。

　

副
会
長
の
福
島
さ
ん
は「
40
年
く
ら
い

前
に
後
継
者
不
足
と
誘
わ
れ
笛
を
始
め
た

が
、自
分
は
１
年
程
し
て
よ
う
や
く
音
が

出
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
話
し
て
い
ま
し

た
。か
つ
て
口
伝
で
あ
っ
た
笛
も
、今
は
譜

面
を
活
用
し
て
伝
承
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。そ
の
笛
は
す
べ
て
手
作
り
と
い
う

こ
と
で
、「
泉
井
の
笛
の
音
は
良
い
」と
笛

を
始
め
た
人
も
い
る
と
の
こ
と
で
す
。新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
大
変
な
時

期
が
続
き
ま
す
が
、獅
子
舞
再
開
時
に
は
笛

の
音
色
に
も
耳
を
傾
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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