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浜
松
市
の
北
区・
天
竜
区
か
ら
奥

三
河
、南
信
州
に
か
け
て
の
地

域
は
、多
種
類
の
芸
能
が
、重
層
的
に
伝

わ
る
珍
し
い
地
域
で
、民
俗
芸
能
の
宝
庫

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
民
俗
芸

能
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
が「
面
」

で
す
。面
は
実
に
多
種
多
様
で
、面
そ
の

も
の
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ

り
、そ
の
詳
細
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
過

去
に
行
わ
れ
て
い
た
芸
能
を
知
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　
二
〇
二
〇
年
か
ら
北
区
や
天
竜
区
の

い
く
つ
か
の
神
社
を
回
っ
た
と
こ
ろ
、

現
在
、芸
能
は
途
絶
え
て
い
る
も
の
の
、

今
も
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
る
面
が
多

く
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。天
竜

区
佐
久
間
町
の
佐
久
間
神
社
に
は
、神

楽
舞
や
獅
子
舞
で
使
用
さ
れ
た
面
と
と

も
に
、佐
久
間
ダ
ム
の
建
設
に
よ
っ
て

水
没
し
た
山
室
地
区
で
行
わ
れ
て
い
た

「
花
の
舞
」の
面
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

同
じ
く
佐
久
間
町
の
羽は
が
し
ょ
う

ヶ
庄
地
区
や

峰
地
区
に
も
、か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た

「
花
の
舞
」の
鬼
や
天て
ん
ぐ狗

、人
物
の
面
な
ど

が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。羽
ヶ
庄
の
面
は

木
彫
り
で
大
胆
な
凹
凸
が
つ
け
ら
れ
、か

つ
て
施
さ
れ
て
い
た
派
手
な
着
色
の
痕

第
８
話

芸
能
の
痕
跡
を
求
め
て（
古こ
め
ん面
）

連
載

国・県指定文化財一覧

が
残
っ
て
お
り
、峰
の
面
に
は
塗
り
直
し

た
痕
が
見
ら
れ
ま
す
。羽
ヶ
庄
と
峰
の
い

く
つ
か
の
面
の
内
側
に
は「
信
州
八や
わ
た幡
住

人
熊
谷
安
太
郎・慶
応
二
年（
一
八
六
六
）

○
月
○
日
」と
い
っ
た
墨す
み
が
き書
が
あ
り
、江

戸
時
代
の
終
わ
り
に
、信
州（
八
幡
は
現

在
の
飯
田
市
内
の
地
名
）の
彫
刻
師
に
発

注
し
た
面
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
羽
ヶ
庄
や
峰
に
近
い
佐
久
間
町
下
平

地
区
に
も
、安
永
三
年（
一
七
七
四
）「
遠
江

豊
田
住
人
大
仏
師
吉
三
郎
」作
や
、天
保

四
年（
一
八
三
三
）「
信
州
下
伊
那
郡
小
田

村
久
兵
衛
」作
の
面
が
残
さ
れ
て
お
り
、

遠
方
に
面
を
発
注
し
、長
く
使
用
さ
れ
て

き
た
地
域
の
歴
史
が
垣
間
見
え
ま
す
。

　
正
月
に
は
、国
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
で
あ
る「
寺
野
の
ひ
よ
ん
ど
り
」、

「
川
名
の
ひ
よ
ん
ど
り
」、「
懐
ふ
と
こ
ろ
や
ま
山
の
お

く
な
い
」や
、同
じ
系
統
の「
滝
沢
の
お

く
な
い
」、「
神
澤
の
お
く
な
い
」と
い
っ

た
祭
礼・芸
能
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

北
区
引
佐
町
の
別べ
っ
し
ょ所

や
狩か
り
し
ゅ
く

宿
の
地
区
で

も
類
似
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
、共
通
す
る
演
目
の
面
が
地
域
の
神

社
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
内
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
古

面
も
数
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。使

わ
れ
な
く
な
っ
た
多
く
の
面
を
眺
め
て

い
る
と
、現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
芸
能
は

幾
多
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
き
た
、非
常

に
貴
重
な
行
事
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て

認
識
で
き
ま
す
。新
型
コ
ロ
ナ
の
危
機
も

乗
り
越
え
て
末
永
く
継
承
さ
れ
て
い
く

こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

（
文：浜
松
市
文
化
財
課
）

▲山室の花の舞の面
多くの面が祭礼の道具とともに保管され
ていました

▲羽ヶ庄（左）と峰（右）の鬼の面
裏面の墨書から、羽ヶ庄と峰の面には同じ
製作者のものがあることが分かりました

▲羽ヶ庄の鬼の面 裏面の墨書
（左側）信州八幡住人 熊谷安太郎
（右側）慶応二年十一月十五日

▲川名のひよんどり
はらみの舞（左） 獅子の舞（右）
現在の祭礼で使われている面は、1977年
に北区引佐町渋川寺野地区の伊藤八右（や
すけ）氏によって復刻されたもので、伝承さ
れてきた古面は祭礼当日にお堂の内

ないじん

陣に
並べられます

は
ま
ま
つ
文
化
財
の
散
歩
道

は
ま
ま
つ
文
化
財
の
散
歩
道

浜松市の民俗
文化財につい
てはこちら
↓

▲川名のひよんどりの面
左から深井（ふかい）、癋見（べしみ）、翁（おきな)

「はらみの舞」 「獅子の舞」 「禰宜（ねぎ）の舞」
などで使用されています

※
文
中
に
あ
る「
面
」は【
め
ん
】ま
た
は【
お
も
て
】

と
読
み
ま
す

※
彫
刻
師
の
名
前
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、

正
確
な
記
録
が
な
い
た
め
不
明
で
す

※「
花
の
舞
」…
奥
三
河
の「
花
祭
り
」と
共
通
す
る
民
族
芸
能
で
、天
竜
区
佐
久
間
川
合
の「
川
合
花
の
舞
」は
静
岡
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
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