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秋・冬に行われる
主な民俗芸能・祭り主な民俗芸能・祭り

入曽の獅子舞（県指定無形民俗文化財）
日程10月20・21日（土・日）
伝承地金剛院（南入曽460）
　　　入間野神社（南入曽641）

笹井豊年足踊り（市指定無形文化財）
日程10月13・14日（土・日）
伝承地笹井白

しらひげ

鬚神社（笹井1962）

梅
うめのみやうめのみや

宮神社の甘酒祭り神社の甘酒祭り（県指定無形民俗文化財）（県指定無形民俗文化財）
日程平成31年2月10・11日（土・日）
伝承地梅宮神社（上奥富508）

受け継がれる民俗芸能
郷土愛が原動力

戸丸祥吾さん（19）
小学校の時、鹿子舞を
見て、カッコいいと思
ったのがきっかけです

指田套一さん（90）
鹿子舞と70年。人生の
大部分を鹿子舞と過ご
したことになります

問合せ社会教育課へ内線5675

　

「
八
幡
神
社
鹿
子
舞
」（
市
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
）の
継
承
に
携
わ
っ
て
い

る
、入
間
川
鹿
子
舞
保
存
会
の
指さ

し

田だ

套と
う
い
ち一

さ
ん（
90
）と
戸と

丸ま
る

祥し
ょ
う
ご吾
さ
ん（
19
）に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

 　
　

ま
ず
初
め
に
、八
幡
神
社
鹿
子

舞
に
つ
い
て
教
え
て
だ
く
さ
い
。

指 

田　

八
幡
神
社
鹿
子
舞
は
、約
３
７

０
年
前
の
江
戸
時
代
中
期
に
始
ま
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
舞

は「
黒
鹿
子
」「
赤
鹿
子
」の
２
頭
の
雄

が
、雌
の「
金
鹿
子
」を
奪
い
合
う
と

こ
ろ
か
ら
、仲
直
り
す
る
ま
で
の
よ

う
す
を
演
じ
て
い
ま
す
。毎
年
９
月

に
八
幡
神
社
を
中
心
に
、入
間
川
地

区
に
あ
る
８
か
所
の
社
寺
を
巡
り
、

舞
を
奉
納
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

お
二
人
の
出
身
は
。ま
た
、鹿
子

　

舞
に
関
わ
っ
て
ど
の
く
ら
い
に
な
り

　

ま
す
か
。

指
田　

生
ま
れ
も
育
ち
も
狭
山
市
で
す
。

　

鹿
子
舞
を
始
め
た
の
は
昭
和
24
年
で
、

　

20
歳
の
と
き
で
す
。今
年
で
70
年
目

　

に
な
り
ま
す
。

戸
丸　

私
も
狭
山
市
で
生
ま
れ
育
ち
ま

　

し
た
。小
学
生
の
と
き
、鹿
子
舞
を
見

　

て
、自
分
も
か
っ
こ
よ
く
舞
え
た
ら

　

い
い
な
と
思
っ
た
の
が
、始
め
た
き

　

っ
か
け
で
す
。鹿
子
舞
を
始
め
て
今

　

年
で
10
年
目
で
、今
は
金
鹿
子
を
演

　

じ
て
い
ま
す
。

　
　
　

鹿
子
舞
に
関
わ
る
こ
と
を
、ど

　

の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
か
。

戸
丸　

地
域
の
誇
る
べ
き
文
化
を
受
け

　

継
ぐ
一
人
と
し
て
、気
が
引
き
締
ま

　

り
ま
す
。鹿
子
舞
を
通
じ
て
地
域
の

　

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、地
域
へ

　

の
愛
着
が
よ
り
深
ま
り
ま
し
た
。

　
　
　

や
り
が
い
を
感
じ
る
の
は
、ど

　

の
よ
う
な
と
き
で
す
か
。

戸
丸　

舞
い
終
え
る
と
、子
ど
も
達
が

　

「
鹿
子
さ
ん
!
鹿
子
さ
ん
!
」と
寄
っ

　

て
き
て
く
れ
ま
す
。地
域
の
方
か
ら

　

愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
、

　

や
り
が
い
に
な
り
ま
す
。こ
う
し
た

　

気
持
ち
を
、ぜ
ひ
ほ
か
の
方
に
も
感

　

じ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

戸
丸
さ
ん
の
よ
う
な
若
い
方
が

　

会
に
入
っ
て
か
ら
、変
化
は
あ
り
ま

　

し
た
か
。

指 

田　

保
存
会
に
は
、戸
丸
君
の
ほ
か

に
も
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
、多

く
の
若
い
子
が
い
ま
す
。若
い
子
た

ち
は
、昔
な
が
ら
の
し
き
た
り
や
筋

書
き
に
、戸
惑
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、一
生
懸
命
に
学
ん
で
い
ま

す
。地
域
の
宝
で
す
か
ら
、一
人
前
に

育
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

教
え
る
ほ
う
も
一
生
懸
命
に
な
り
ま

す
。ま
た
、私
と
戸
丸
君
は
歳
の
差
が

70
歳
あ
り
ま
す
が
、鹿
子
舞
は
、世
代

の
違
う
者
同
士
が
出
会
え
る
場
で
も

あ
り
ま
す
。私
は
、若
い
子
と
の
交
流

で
元
気
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
が
好

　

き
で「
地
元
で
何
か
や
り
た
い
が
、ど

　

う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
踊
れ

　

な
い
け
れ
ど
、裏
方
で
手
伝
い
た
い
」

　

と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

　

か
と
思
い
ま
す
が
。

指
田　

そ
う
考
え
て
い
る
人
が
い
た
ら
、

　

遠
慮
し
な
い
で
声
を
掛
け
て
も
ら
い

　

た
い
と
思
い
ま
す
。き
っ
か
け
は
そ

　

れ
ぞ
れ
で
す
が
、い
ざ
始
め
て
み
る

　

と
、み
ん
な
惚ほ

れ
込
ん
で
一
生
懸
命

　

取
り
組
ん
で
く
れ
ま
す
し
、そ
れ
が

　

周
り
の
人
を
動
か
す
こ
と
に
も
な
り

　

ま
す
。「
手
伝
い
だ
け
で
も
」と
参
加

写真を募集しています写真を募集しています

　教育委員会では、地域の民俗芸
能や行事などを記録として残すた
め、写真を募集しています。
　お寄せいただいた写真は、市の
資料として保存します。写真のサ
イズなどは問いません。
　詳細はお問い合わせください。

　市内には、地域の歴史や文化に培われた民俗芸能があります。それは、地域住民により連綿と受

け継がれ、地域固有の文化として発展してきました。しかし近年は、少子高齢化や地域コミュニテ

ィーの衰退により、その担い手が不足しているのが現状です。こうした状況の中、貴重な地域の文

化である民俗芸能を後世に伝えていこうと、若い世代が積極的に関わっている地域があります。

　今月は、そうした中から9月に行われる入間川の「八
はちまん

幡神
じんじゃ

社鹿
し

子
し

舞
まい

」に携わっている方に、民俗芸

能を通じた地域への想
おも

いを伺いました。

　

し
て
く
れ
る
方
も
い
ま
す
。鹿
子
舞

　

の
活
動
を
支
え
て
い
る
の
は
、そ
う

　

し
た
方
々
の
力
で
す
。

　
　
　

鹿
子
舞
に
携
わ
っ
て
い
る
方
々

　

の
想
い
が
、地
域
に
も
っ
と
広
が
る

　

と
い
い
で
す
ね
。

指
田　

地
域
の
文
化
は
、地
域
全
体
で

　

守
り
、み
ん
な
の
力
で
育
て
、継
承
し

　

て
い
く
も
の
で
す
。鹿
子
舞
に
限
ら

　

ず
、地
域
の
行
事
な
ど
に
も
積
極
的

　

に
参
加
し
て
、地
域
を
み
ん
な
で
盛

　

り
上
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

戸
丸　

鹿
子
舞
を
通
じ
て
、地
域
を
盛
り

　

上
げ
る
一
役
を
担
え
る
こ
と
を
光
栄

　

に
思
い
ま
す
。鹿
子
舞
と
い
う
民
俗
芸

　

能
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
私

　

た
ち
の
役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。鹿

　

子
舞
を
地
域
に
広
め
、少
し
で
も
多
く

　

の
方
が
興
味
を
持
ち
、参
加
し
て
も
ら

　

い
、将
来
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

特集：受け継がれる民俗芸能

文化財の歳時
記のページは
こちらから

出掛けてみませんか

出掛けてみませんか

狭
山
の
獅
子
舞　
　
　
　
　
　
　
　

童
絵
／
池
原
昭
治
氏

　

こ
の
童
絵
に
は
、秋
に
奉
納
さ
れ
る「
八
幡
神
社
鹿
子
舞
」

「
入
曽
の
獅
子
舞
」「
上
赤
坂
の
獅
子
舞
」を
表
し
て
い
ま
す
。


