
無形民俗文化財
む け い み ん ぞ く ぶ ん か ざ い

無形民俗文化財って？
むけいみんぞくぶんかざい

「文化
ぶ ん か

財
ざい

」とは、これまでの私たちの歴史
れ き し

の中で生
う

まれ、

現代
げんだい

に守
まも

り伝
つた

えられてきた貴重
きちょう

な財産
ざいさん

です。文化
ぶ ん か

財
ざい

には、

神社
じんじゃ

やお寺
てら

などの建物
たてもの

や、仏像
ぶつぞう

、絵画
か い が

、お祭
まつ

り、動植物
どうしょくぶつ

など、様々
さまざま

なものがふくまれます。そんな文化
ぶ ん か

財
ざい

の種類
しゅるい

の

ひとつに「無形
む け い

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財
ざい

」があります。無形
む け い

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財
ざい

は、人々
ひとびと

の生活
せいかつ

の中で生まれたもののうち、衣食住
いしょくじゅう

や

年中行事
ねんちゅうぎょうじ

などに関
かか

わる風俗
ふうぞく

や習慣
しゅうかん

、芸能
げいのう

、技術
ぎじゅつ

などのこ

とを言います。無形
む け い

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財
ざい

を守
まも

り伝
つた

えることによって、

その地域
ち い き

の人
ひと

たちが、どんな生活
せいかつ

をしてきたのか、 

どんなことを大切
たいせつ

にしていたかを今
いま

に伝
つた

えること 

ができます。 

区 分 番 号 名 称 指 定 年 月 日 保 存 団 体

県指定 23号 尾 張 旭 市 の 棒 の 手 昭和33年3月29日 尾張旭市棒の手保存会

市指定 4号 尾張旭市の打ちはやし 昭和58年3月1日 尾張旭市打はやし保存会

市指定 5号 ざ い 踊 り 昭和58年3月1日 尾張旭市ざい踊保存会

市指定 10号 尾 張 旭 市 の 馬 の 塔 平成12年4月1日 尾張旭市馬の塔保存会
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退
たい

養寺
よ う じ

 

裏山
うらやま

に棒
ぼう

の手
て

・

無二流
むにりゅう

の祖
そ

と言

わ れ る 水野
み ず の

又
また

太郎
た ろ う

良
よし

春
はる

のもの

と伝
つた

わる墓
はか

があ

ります。 

尾張旭市ホーム
ページ「指定文
化財（無形民俗
文化財）」

洞光院
どうこういん

 

小牧
こ ま き

長久手
な が く て

の戦
たたか

いの局地戦
きょくちせん

・白
はく

山林
さんばやし

の戦
たたか

いの時
とき

、村
むら

を代表
だいひょう

して、三好
み よ し

秀
ひで

次
つぐ

の軍
ぐん

に食 糧
しょくりょう

を差
さ

し出
だ

すことを断
ことわ

りに行
い

き、

殺
ころ

されてしまった棒
ぼう

の手
て

・無二流
むにりゅう

の師匠
ししょう

「水野吉平」と禰宜
ね ぎ

 

（神主）の「谷口菊三郎」を祀
まつ

った「棒
ぼう

塚
づか

」があります。 

山
やま

神社
じんじゃ

 
(山
やま

ノ神
かみ

社
しゃ

) 

ざい踊
おど

りが奉納
ほうのう

されます。 

井田
い だ

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

 

百十
ひゃくとお

灯明
とうみょう

祭
さい

や秋祭
あきまつ

り

で、打
う

ちはやしやざい

踊
おど

りが奉納
ほうのう

されます。 

 

福田寺
ふくでんじ

 

九万九千日
くまんくせんにち

で打
う

ちはや

しが奉納
ほうのう

されます。 

 

 

一之
い ち の

御前
ご ぜ ん

神社
じんじゃ

 

棒
ぼう

の手
て

（検藤流
けんとうりゅう

）が

奉納
ほうのう

されます。 

直会
なおらい

神社
じんじゃ

 

棒
ぼう

の手
て

（直師
じ き し

夢想
む そ う

東軍流
とうぐんりゅう

）やざい踊
おど

り、打
う

ちはやしが

奉納
ほうのう

されます。 

渋川
しぶかわ

神社
じんじゃ

 

棒
ぼう

の手
て

（直心
じきしん

我流
がりゅう

・東軍流
とうぐんりゅう

・

直
じき

師
し

夢
む

想
そう

東
とう

軍
ぐん

流
りゅう

）やざい踊
おど

り、馬
うま

の塔
とう

が

奉納
ほうのう

されます。 

良福寺
りょうふくじ

 

地蔵
じ ぞ う

盆
ぼん

で、ざい

踊
おど

りが奉納
ほうのう

さ

れます。 

多度
た ど

神社
じんじゃ

 

棒
ぼう

の手
て

（無二流
むにりゅう

）

や馬
うま

の塔
とう

が奉納
ほうのう

されます。 

 

スカイワードあさひ 

３階
がい

の歴史
れ き し

民俗
みんぞく

フロアでは、馬
うま

の塔
とう

の

標
だ

具
し

や、棒
ぼう

の手
て

・打
う

ちはやし・ざい踊
おど

りの写真
しゃしん

パネルが展示
て ん じ

されています。 

おわりあさひし むけいみんぞくぶんかざい いちらん

おわりあさひし むけいみんぞくぶんかざい かんれんしせき



棒
ぼう

の手
て

は、棒
ぼう

や木
き

太刀
た ち

を使
つか

う民俗
みんぞく

芸能
げいのう

で、２人から５人が型
かた

に

従
したが

って演技
え ん ぎ

します。五穀
ご こ く

豊穣
ほうじょう

を願
ねが

って神社
じんじゃ

やお寺
てら

に奉納
ほうのう

されます。尾張
お わ り

地方
ち ほ う

、西
にし

三河
み か わ

地方
ち ほ う

で多
おお

く行
おこな

われてきました。尾張旭
おわりあさひ

市内
し な い

には 5 つの流派
りゅうは

があり、流派
りゅうは

によ

って違
ちが

いがありますが、一般的
いっぱんてき

に本来
ほんらい

の神事
し ん じ

に近
ちか

い「表
おもて

」といわれる型
かた

と、キレ

モノ(真剣
しんけん

)などを使
つか

ってお客
きゃく

さんを楽
たの

しませる「花
はな

棒
ぼう

」といわれる型
かた

があります。  

 

お わ り あ さ ひ し ぼ う て

無二流
むにりゅう

（新居
あ ら い

地区
ち く

） 

新居村
あらいむら

を作
つく

った人
ひと

と伝
つた

わっている水野
み ず の

又
また

太郎
た ろ う

良
よし

春
はる

が、奈良
な ら

の吉野
よ し の

で学
まな

び、新居
あ ら い

の

人々
ひとびと

に伝
つた

えたと言
い

われています。前
まえ

に出
だ

す

足
あし

が常
つね

にまっすぐであることが特徴
とくちょう

で、

「イ～ヤ～トォッ」の掛
か

け声
ごえ

が祭
まつ

りでもひ

ときわ目立
め だ

ちます。多度
た ど

神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

します。 

直師
じ き し

夢想
む そ う

東軍流
とうぐんりゅう

（印場
い ん ば

地区
ち く

南部
な ん ぶ

） 

森下
もりした

理
り

右衛門
え も ん

という人
ひと

によって始
はじ

まり、印場
い ん ば

地区
ち く

南部
な ん ぶ

に伝えられました。この流派
りゅうは

は、

股引
ももひき

（今のズボンのようなもの）が紺色
こんいろ

なの

で、祭
まつ

りなどで各流派
かくりゅうは

が一緒
いっしょ

に演技
え ん ぎ

していて

も衣装
いしょう

で見分
み わ

けることができます。渋川
しぶかわ

神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

します。 

東軍流
とうぐんりゅう

（印場
い ん ば

地区
ち く

北部
ほ く ぶ

） 

伝昌院伝
でんしょういんでん

寿
じゅ

という人
ひと

によって始
はじ

まり、印場
い ん ば

地区
ち く

北部
ほ く ぶ

の斎場
さ い ば

、塚本
つかもと

などの苗字
みょうじ

の人々
ひとびと

を

中心
ちゅうしん

に伝
つた

えられています。この流派
りゅうは

は、攻
せ

めを主とした演技
え ん ぎ

が多いのが特徴
とくちょう

です。

渋川
しぶかわ

神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

します。 

直
じき

心
しん

我流
がりゅう

（印場
い ん ば

地区
ち く

北部
ほ く ぶ

） 

比企
ひ き

良雄
りょうゆう

という人
ひと

に教
おそ

わった八木
や ぎ

弥
や

一郎
いちろう

博
ひろ

章
あき

が伝
つた

えたのが始
はじ

まりと言
い

われています。こ

の流派
りゅうは

は早
はや

技
わざ

が特徴
とくちょう

です。そのため、演技
え ん ぎ

速度
そ く ど

も早
はや

く、演技
え ん ぎ

時間
じ か ん

や掛
か

け声
ごえ

も短
みじか

くなっ

ています。渋川
しぶかわ

神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

します。 

検
けん

藤流
とうりゅう

（稲葉
い な ば

地区
ち く

） 

毛受
めんじょう

勝
しょう

助
すけ

の子孫
し そ ん

と伝
つた

わる毛受
めんじょう

周
しゅう

平
へい

という人
ひと

が、農民
のうみん

たちに教
おし

えたのが始
はじ

まりと言
い

われています。この流派
りゅうは

では、棒術
ぼうじゅつ

の基本
き ほ ん

は「棒
ぼう

対
たい

太刀
た ち

」とされています。一之
い ち の

御前
ご ぜ ん

神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

します。 

お わ り あ さ ひ し う

打
う

ちはやしは、横笛
よこぶえ

や太鼓
た い こ

で演
えん

奏
そう

するお囃子
は や し

のことで、かつてはどこの地域
ち い き

でもお

神楽
か ぐ ら

とともに受
う

け継
つ

がれてきました。地域
ち い き

のお祭
まつ

りでは、演奏
えんそう

しながら神社
じんじゃ

まで行進
こうしん

し、お神楽
か ぐ ら

を奉納
ほうのう

します。また、盆踊
ぼんおど

りなどにも登場
とうじょう

し、提灯山
ちょうちんやま

とともに盛
も

りあげ 

ます。市内
し な い

では印場
い ん ば

北島
きたじま

地区
ち く

、庄中
しょうなか

地区
ち く

、井田
い だ

地区
ち く

の３つの保存会
ほぞんかい

により伝統
でんとう

が守
まも

られています。 

▲盆踊
ぼんおど

りでの提灯山
ちょうちんやま

 ▲お祭
まつ

りでの奉納(直会
なおらい

神社
じんじゃ

) 

お ど

ざい踊
おど

りは、市内
し な い

で古くから行われてきた盆踊
ぼんおど

りのひとつです。

ざい踊
おど

りの「ざい」とは、40ｃｍほどの竹筒
たけづつ

の片方
かたほう

の端
はし

に紅白
こうはく

に染
そ

めた紙
かみ

の房
ふさ

を

つけたものです。これを両手
りょうて

に持
も

ち、一つ、二つ…と打
う

ち合
あ

わせて、数
かず

をとりな

がら踊
おど

ります。かつては、庄
しょう

内川
ないがわ

や矢田
や だ

川
がわ

、天
てん

白川
ぱくがわ

の周
まわ

りの地域
ち い き

をはじめとした 

広
ひろ

い地域
ち い き

で踊
おど

られていましたが、現在
げんざい

は、行われている地域
ち い き

は少
すく

なくなっています。 

 ざい踊
おど

りは女性
じょせい

が踊
おど

る「女踊
おんなおど

り」です。衣装
いしょう

は鮮
あざ

やかな橙 色
だいだいいろ

の着物
き も の

、赤
あか

色
いろ

の帯
おび

、水色
みずいろ

の襷
たすき

が基本
き ほ ん

です

が、夏
なつ

には、印場
い ん ば

地区
ち く

の「鳳
ほう

采会
さいかい

」は白地
し ろ じ

にえんじ色
いろ

のうちわ柄
がら

、三
さん

郷地区
ご う ち く

の「みさと会」は白地
し ろ じ

に水色
みずいろ

の

うちわ柄
がら

の浴衣
ゆ か た

になります。 

お わ り あ さ ひ し う ま と う

馬
うま

の塔
とう

は、豊作
ほうさく

のお礼
れい

や雨乞
あ ま ご

いなどのために「標
だ

具
し

」という飾
かざ

りで飾
かざ

られた馬
うま

を１

日だけお寺
てら

や神社
じんじゃ

に奉納
ほうのう

する行事
ぎょうじ

です。江戸
え ど

時代
じ だ い

の中
なか

ごろになると、とても豊作
ほうさく

だった年
とし

に、いくつかの

村
むら

が集
あつ

まって、大きなお寺
てら

や神社
じんじゃ

に馬
うま

の塔
とう

を奉納
ほうのう

する「合宿
がっしゅく

」も始
はじ

まりました。合宿
がっしゅく

は１０年に一度
い ち ど

く

らいしか行
おこな

われない特別
とくべつ

な行事
ぎょうじ

でした。馬
うま

を飾
かざ

る「標
だ

具
し

」は、普段
ふ だ ん

の村
むら

のお祭
まつ

りでは、「御幣
ご へ い

」が使われ

ますが、合宿
がっしゅく

では、それぞれの村
むら

ごとで異
こと

なる特別
とくべつ

なものが使
つか

われます。現在
げんざい

、市内
し な い

では印場
い ん ば

北部
ほ く ぶ

、印場
い ん ば

南部
な ん ぶ

、新居
あ ら い

、稲葉
い な ば

、三
さん

郷地区
ご う ち く

の保存会
ほぞんかい

が馬
うま

の塔
とう

の行事
ぎょうじ

と道具
ど う ぐ

の保存
ほ ぞ ん

、伝承
でんしょう

を行
おこな

っています。 

新居
あ ら い

：ケシの花
はな

と実
み

 

種
たね

のつまったケシの実
み

を

米俵
こめだわら

に見立
み た

てて豊作
ほうさく

を

願
ねが

う。 

印場
い ん ば

北部
ほ く ぶ

：淡
あわ

竹
たけ

のタケ 

ノコとススダメ 
 「雨後

う ご

のタケノコ」という言葉
こ と ば

があるように、雨
あめ

が降
ふ

ると一気
い っ き

に大
おお

きくなるタケノコ。そんなタケノコにち

なんで、雨
あめ

が降
ふ

ることとその後
ご

の作物
さくもつ

の成長
せいちょう

を願
ねが

う。 

印場
い ん ば

南部
な ん ぶ

：真竹
ま だ け

のタ 
ケノコとススダメ 
 

稲葉
い な ば

：高札
は ん げ

、馬
うま

びしゃく、 

ケズリカケ 

合宿
がっしゅく

で訪
おとず

れる竜泉寺
りゅうせんじ

(名古屋
な ご や

 

市
し

)の本尊
ほんぞん

馬頭
ば と う

観音
かんのん

への水
みず

の

奉納
ほうのう

と雨
あめ

が降
ふ

ることを願
ねが

う。 

三郷
さんごう

：高札
は ん げ

と御幣
ご へ い

 

奉納
ほうのう

する村
むら

の名前
な ま え

が書
か

かれた高札
は ん げ

と御幣
ご へ い

。 

◀ざい

※馬の塔の標具はお祭りの期間をのぞいて、スカイワードあさひ３階の歴史民俗フロアに展示されています。

▲胸に当てる
「カザキリ」

▲無二流
むにりゅう

(多度
た ど

神社
じんじゃ

) 


